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遺
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前
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樋
口
一
葉
�
明
５―

明
29
�

明
治
十
五
年
に
始
ま
�
た
唱
歌
教
育
が
よ
う
や
く
普
及
し
た
最
初
の
世
代
の
子

供
ら
が
�
私
立
に
対
す
る
公
立
学
校
の
優
位
を
得
意
ぶ
る
対
抗
心
に
つ
い
て
は
既

述
し
た
��
京
都
文
教
短
大
研
究
紀
要
��
以
下
�
紀
要
と
略
す
�
三
六
��
こ
こ

で
��
本
家
本
元
の
唱
歌
だ
な
ん
て
威
張
り
お
る
正
太
郎
�
が
思
わ
ぬ
生
活
の
断

片
に
唱
歌
を
口
ず
さ
む
場
面
を
補
足
す
る
�
美
登
利
へ
の
淡
い
恋
心
を
指
摘
さ

れ
��
図
星
を
さ
さ
れ
て
�
そ
ん
な
事
を
知
る
物
か
�
と
く
る
り
後
を
向
い
て
��

場
を
繕
ろ
お
う
と
し
て
�
ふ
と
�
廻
れ
〳
〵
水
車
�
を
小こ

音お
ん

に
唱
ひ
出
す
��
こ

唱
歌
と
現
代
文
学
�
下
�

若　
　

井　
　

勲　
　

夫

要　

旨　
　

明
治
十
五
年
に
始
ま
�
た
唱
歌
教
育
の
意
義
を
否
定
し
�
児
童
は
学
校
で
習
�
た
唱
歌
に
関
心
を
示
さ
ず
�
学
校
の
門
の
内
だ
け
の
も
の
に
過
ぎ
な
か
�
た

と
�
史
料
も
出
さ
ず
説
き
続
け
た
教
育
史
学
者
が
い
た
�
し
か
し
�
そ
の
初
期
に
お
い
て
こ
そ
態
勢
が
十
分
に
整
わ
ず
�
平
凡
で
陳
腐
な
歌
も
あ
�
た
が
�
事
実
は
�
子

供
は
唱
歌
に
親
し
み
�
日
常
の
家
庭
や
遊
び
の
中
で
歌
い
�
楽
し
ん
で
き
た
�
こ
れ
は
明
治
に
限
ら
ず
�
大
正
�
昭
和
に
至
る
ま
で
変
ら
ぬ
日
本
人
の
姿
で
あ
�
た
�
こ

の
こ
と
を
主
と
し
て
�
明
治
以
前
�
明
治
生
れ
の
文
学
者
を
中
心
に
そ
の
作
品
の
中
か
ら
そ
の
記
述
を
取
り
出
し
�
具
体
的
に
唱
歌
を
ど
の
よ
う
に
受
け
入
れ
て
き
た
か

を
検
証
し
�
そ
の
意
義
�
即
ち
�
そ
の
こ
と
が
作
者
や
作
品
の
中
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
を
論
評
し
て
き
た
�
そ
の
上
に
�
唱
歌
の
受
容
だ
け
で
な
く
�
そ

の
内
面
に
あ
る
�
詩
た
る
唱
歌
を
理
解
し
�
作
品
に
表
現
し
よ
う
と
す
る
意
識
に
も
目
を
向
け
て
�
唱
歌
を
詩
と
し
て
自
覚
し
�
自
己
の
も
の
と
し
て
表
現
す
る
精
神
の

過
程
�
つ
ま
り
�
日
本
人
の
心
の
歴
史
を
も
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
�
ま
た
�
唱
歌
の
言
語
表
現
を
通
し
て
�
国
語
表
現
や
文
体
の
特
質
�
日
本
人
の
表
現
意
識
も
究

め
た
�
さ
ら
に
�
作
者
が
唱
歌
の
字
句
を
引
用
す
る
時
�
記
憶
に
頼
�
て
書
く
こ
と
が
多
く
�
誤
�
て
い
る
こ
と
が
よ
く
あ
る
が
�
そ
の
中
に
も
国
語
の
表
現
に
適
�
た

誤
解
の
仕
方
が
あ
る
こ
と
も
分
析
し
た
�

前
稿
�
京
都
文
教
短
期
大
学
研
究
紀
要
三
五―

四
〇
�
平
成
八―

十
三
年
��
唱
歌
と
現
代
文
学
�
一―

六
�
に
加
え
�
本
誌
�
三
〇
・
三
一
・
三
三
�
同
十
四―

十
六

年
��
同
�
上
中
下
�
の
全
九
編
を
通
し
て
取
り
上
げ
た
作
者
は
九
十
名
に
達
し
た
�
本
稿
で
は
終
り
に
�
作
者
名
を
生
れ
年
の
順
に
索
引
代
り
に
記
し
�
ま
た
�
三
名

以
上
が
取
り
上
げ
て
い
る
四
十
二
の
唱
歌
を
年
次
別
に
並
べ
た
�
そ
れ
を
唱
歌
教
科
書
の
発
行
年
と
の
相
関
関
係
を
調
べ
�
明
治
二
十
年
半
ば
か
ら
三
十
年
代
の
間
に
唱

歌
教
育
が
充
実
�
発
展
し
た
こ
と
を
裏
づ
け
た
�

�
キ
�
ワ
�
ド
�
唱
歌
�
童
謡
�
わ
ら
べ
う
た
�
歌
謡
�
国
語
表
現

184



（ 2）

れ
は
�
風
車
��
明
26
�
で
�
白
井
規
矩
郎
�
小
学
唱
歌
集
�
巻
二
に
収
め
ら
れ

て
い
る
�
第
一
節
が
�
ま
は
れ
よ
�
ま
は
れ
�
風
車
�
��
第
二
節
が
�
ま
は
れ

よ
�
ま
は
れ
�
水
車
�
�
で
あ
る
�
こ
の
場
面
に
�
水
車
�
を
出
し
た
作
者
の

意
図
は
何
か
��
ま
は
れ
よ
�
ま
は
れ
�
と
い
う
表
現
は
微
妙
に
揺
れ
動
く
少
女

へ
の
恋
情
を
暗
示
す
る
の
に
十
分
で
あ
る
�
そ
れ
は
い
つ
ま
で
も
静
か
に
廻
り
続

く
�
こ
の
原
形
と
い
え
る
歌
に
�
保
育
唱
歌
��
明
11
�
所
収
の
�
風
車
�
が
あ

る
�
こ
れ
は
�
最
も
よ
く
歌
わ
れ
た
も
の
��
金
田
一
春
彦
他
�
日
本
の
唱
歌
��

で
�
第
一
節
が
�
か
ざ
ぐ
る
ま
�
風
の
ま
に
ま
に
�
巡
る
な
り
�
や
ま
ず　

巡
る

も
�
や
ま
ず　

巡
る
も
��
で
�
第
二
節
は
�
か
ざ
ぐ
る
ま
�
を
�
み
づ
ぐ
る
ま
��

�
風
�
を
�
水
�
に
変
え
る
�
両
者
の
構
成
は
同
じ
で
あ
る
が
�
元
の
短
歌
形
式

の
単
純
な
内
容
を
�
七
五
調
三
句
の
今
様
風
に
改
め
た
の
で
あ
ろ
う
�
し
か
し
�

発
想
は
異
な
り
�
先
行
の
歌
は
動
詞
が
終
止
形
で
�
詠
嘆
調
で
あ
り
�
こ
の
歌
は

命
令
形
で
�
呼
び
か
け
に
な
り
�
力
強
さ
が
あ
る
�
こ
こ
に
�
言
語
主
体
の
観
察

的
�
客
観
的
な
立
場
か
ら
�
行
動
的
�
主
観
的
な
意
志
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き

る
�
正
太
郎
の
心
情
を
示
す
に
は
�
や
は
り
�
く
る
く
る
ま
は
れ
�
と
自
己
に
問

い
�
自
己
を
奮
い
立
た
せ
る
表
現
が
適
し
て
い
る
の
で
あ
る
�

○
日
夏
耿
之
介
�
明
23―

昭
46
�

日
夏
耿
之
介
が
文
学
史
上
に
お
け
る
唱
歌
の
位
置
を
明
確
に
し
た
こ
と
は
既
述

し
た
�
紀
要
三
五
�
本
誌
三
〇
��
こ
の
�
明
治
大
正
詩
史
�
改
定
増
補
版
�
昭

24
�
を
出
版
し
た
後
��
明
治
浪
曼
文
学
史
��
昭
26
�
を
著
し
た
�
唱
歌
に
つ
い

て
�
前
者
は
総
論
的
で
あ
る
が
�
後
者
は
個
別
に
作
品
を
取
り
上
げ
論
評
し
て
い

る
��
詩―

浪
曼
派
後
期
�
唱
歌
的
行
方
�
で
��
勇
敢
な
る
水
兵
��
明
28
�
は

�
二
十
年
代
哀
調
に
卓
れ
��
一
高
寮
歌
�
春
爛
漫
の
��
明
34
��
あ
あ
玉
杯
��
明

35
�
は
�
浪
曼
的
ヘ
ロ
ウ
イ
ズ
ム
の
哀
調
に
濡
れ
て
よ
り
0

0

高
級
の
少
年
に
唱
は

れ
�
そ
の
詞
は
悉
く
晩
翠
の
畑
か
ら
生
れ
た
も
の
で
�
唱
歌
出
身
の
落
合
直
文
�

佐
佐
木
信
綱
な
ど
か
ら
で
な
か
つ
た
�
と
指
摘
す
る
�
ま
た
��
鉄
道
唱
歌
��
明

33
�
は
�
平
凡
の
故
に
五
十
三
次
的
地
名
の
つ
な
が
り
と
一
致
し
て
広
く
唱
は

れ
た
���
荒
城
の
月
��
明
34
�
は
�
詞
曲
共
に
三
十
年
代
前
期
趣
味
の
第
一
流

の
も
の
で
�
後
期
の
一
流
は
つ
ひ
に
見
ら
れ
な
か
つ
た
�
と
評
価
す
る
�
こ
こ
に

�
哀
調
��
平
凡
�
と
い
う
観
点
か
ら
唱
歌
の
一
特
色
を
捉
え
て
い
る
こ
と
に
注
意

す
べ
き
で
あ
る
�

�
明
治
大
正
詩
史
�
は
�
個
々
の
詩
人
に
つ
い
て
の
好
悪
が
は
げ
し
く
�
人
生

的
�
社
会
的
傾
向
の
詩
に
対
す
る
評
価
に
妥
当
性
を
欠
く
と
こ
ろ
が
少
な
く
な

い
�
と
い
う
批
評
が
あ
る
�
野
田
宇
太
郎
�
新
潮
日
本
文
学
辞
典
�
の
日
夏
耿

之
介
の
項
��
し
か
し
�
こ
の
態
度
を
唱
歌
に
当
て
は
め
て
�
好
き
嫌
い
の
感
情

が
評
価
に
入
�
て
い
る
と
拡
大
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
�
唱
歌
に
対
す
る
肯
定
的

な
価
値
付
け
を
し
て
い
る
の
は
決
し
て
日
夏
の
個
我
的
で
評
論
家
的
な
立
場
か
ら

で
は
な
い
�
こ
れ
は
作
者
自
身
の
幼
い
こ
ろ
か
ら
の
体
験
を
通
し
た
実
感
に
基
づ

き
�
客
観
化
�
理
想
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
�
そ
こ
で
�
次
に
�
こ
の
唱
歌
を
め

ぐ
る
生
活
の
一
端
を
反
映
し
た
作
品
を
見
て
い
こ
う
�

日
夏
の
作
品
で
初
め
て
唱
歌
が
表
れ
る
の
は
�
病
間
日
記
��
昭
８
���
残

夜
焚
艸
録
�
所
収
�
昭
９
�
で
あ
る
�
隣
の
幼
稚
園
で
�
天
長
節
��
明
26
�
を

歌
�
て
い
る
こ
と
��
討
匪
行
��
昭
７
�
は
�
今
度
の
戦
争
で
出
来
た
軍
歌
中
の

白
眉
で
�
字
句
も
五
・
六
�
所
訂
正
す
れ
ば
実
に
佳
い
軍
歌
に
な
る
�
が
�
作
曲

は
�
独
創
�
が
な
く
��
明
治
の
軍
歌
的
メ
ロ
デ
イ
か
ら
の
不
見
識
な
借
物
�
で

あ
る
と
断
じ
て
い
る
�
こ
の
歌
に
つ
い
て
�
こ
の
歌
詞
に
漲
る
実
感
と
詩
味
は
�
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こ
の
曲
に
反
映
さ
れ
た
戦
場
の
情
趣
と
共
に
強
い
魅
力
と
な
�
て
い
る
��
堀
内

敬
三
�
音
楽
五
十
年
史
����
短
歌
を
思
わ
せ
る
叙
景
詩
の
中
に
�
兵
士
の
苦
難

が
よ
く
綴
ら
れ
て
お
り
�
昭
和
で
は
珍
し
い
軍
歌
��
金
田
一
春
彦
他
・
前
掲
書
�

と
高
い
評
価
を
得
て
い
る
�

次
に
��
秋
の
抒
情
詩
��
昭
９
�
で
�
秋
は
�
こ
つ
そ
り
忍
び
こ
む
で
く
る

�
う
つ
と
り
と
自
分
自
身
の
昔
の
夢
を
顧
み
勝
ち
に
な
る
も
の
�
で
��
そ
の
時
�

試
み
に
昔
の
唱
歌
を
稚
く
小
声
で
う
た
つ
て
み
る
と
�
む
か
し
の
さ
ま
が
�
目

の
前
に
あ
ら
は
れ
出
る
�
と
�
抒
情
詩
の
第
一
例
に
ま
ず
唱
歌
を
挙
げ
る
��
散

歩
唱
歌
��
明
34
�
は
�
無
邪
気
�
で
�
単
調
悠
暢
な
明
治
的
メ
ロ
デ
イ
�
で
�

�
な
つ
か
し
い
色
彩
と
淋
し
き
も
の
の
音
に
ひ
た
つ
た
時
分
が
痛
切
に
想
ひ
だ
さ

れ
���
幼
く
死
ん
だ
人
々
�
過
ぎ
去
つ
た
清
純
な
景
色
な
ど
が
�
そ
そ
走
つ
て

ゆ
く
�
と
回
想
す
る
�
な
お
�
こ
の
歌
詞
で
�
秋
空
晴
れ
て
日
は
高
し
�
の
�
高

し
�
を
�
た
か
く
�
と
連
用
形
�
中
止
形
�
に
し
て
い
る
が
�
む
し
ろ
こ
の
方
が

動
態
的
�
躍
動
的
で
�
理
に
適
�
た
誤
用
と
い
う
べ
き
で
あ
る
��
紀
元
節
��
明

21
�
は
�
歌
の
色
合
と
曲
の
ひ
ゞ
き
と
が
不
思
議
に
一
致
し
て
�
昔
な
つ
か
し

い
明
治
の
旋
律
を
以
て
人
に
迫
�
り
��
世
は
秋
で
あ
る
の
に
�
ほ
の
あ
た
た
か

い
紀
元
節
の
う
れ
し
い
休
日
を
思
ひ
出
さ
れ
�
る
と
��
幸
福
な
少
年
時
代
�
を

懐
し
む
�
た
だ
�
唱
歌
と
い
�
て
も
抒
情
的
で
な
く
��
理
に
こ
は
ば
り
��
余

情
が
な
い
も
の
は
�
連
想
�
も
な
く
��
胸
の
中
で
映
像
を
結
ぶ
ま
で
に
至
ら

な
い
�
と
し
て
�
次
の
歌
を
挙
げ
て
い
る
��
環
た
ま
き

��
明
20
��
大
和
撫
子
��
明

14
��
皇
御
国
��
明
16
��
五
常
の
松
��
明
14
��
進
め
矢
玉
��
明
28
��
そ
れ

に
対
し
て
��
深
い
お
も
ひ
出
の
数
数
を
持
ち
�
秋
の
夜
�
秋
の
天
地
の
寥
廓
た

る
も
の
寂
び
た
け
は
ひ
が
�
沁
み
込
ん
で
ゐ
る
�
歌
と
し
て
次
の
歌
を
列
挙
す

る
��
勇
敢
な
る
水
兵
��
明
28
��
坂
元
少
佐
��
明
27
��
坂
本
�
と
あ
る
の
は

誤
り
��
軍
艦
行
進
曲
��
明
30
��
螢
の
光
��
明
14
��
孝
女
白
菊
の
歌
��
明

22
��
荒
城
の
月
��
明
34
��
行ゆ

け
ど
も
��
明
24
��
仰
げ
ば
尊
し
��
明
17
��
才

女
��
明
17
��
庭
の
千
草
��
明
17
�
原
文
に
は
�
白
ぎ
く
�
と
あ
る
が
�
原
題

�
菊
��
別
題
�
白
菊
�
の
�
こ
の
歌
で
あ
ろ
う
��
霞
か
雲
か
��
明
16
��
白は
く
れ
ん蓮
白

菊
��
明
17
��
箱
根
八
里
��
明
34
��
寄
宿
舎
の
古
釣
瓶
��
明
34
��
喇ら

�

ぱ叭
の
響
�

�
明
27
��
讃
美
歌
��
明
36
��
こ
れ
を
通
覧
す
る
と
�
日
夏
は
静
か
な
哀
調
と

明
る
い
活
気
の
あ
る
歌
を
好
ん
だ
こ
と
が
わ
か
る
�
そ
し
て
��
唱
歌
を
口
吟
み

な
が
ら
遊
ん
で
ゐ
た
そ
の
時
そ
の
場
所
と
�
そ
の
情
趣
と
が
目
に
う
か
ぶ
�
そ
の

頃
の
喜
怒
哀
楽
が
そ
の
ま
ゝ
景
色
と
と
も
に
は
つ
き
り
魅
惑
的
の
力
づ
よ
さ
で
感

ぜ
ら
れ
る
�
と
い
う
��
そ
の
時
�
そ
の
場
所
�
そ
の
情
趣
�
に
結
び
つ
く
風
景

は
即
ち
�
原
風
景
�
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
��
岩
田
慶
治
�
日
本
人
の
原
風

景
���
こ
れ
と
唱
歌
と
の
深
い
関
わ
り
を
日
夏
は
初
め
て
指
摘
し
た
�

こ
の
日
夏
の
心
情
は
生
得
的
な
感
性
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
��
落
日
を
漁
る

少
年
��
昭
22
�
で
��
小
学
生
の
頃
は―

学
校
は
い
や
で
な
ら
な
か
つ
た
�
と
冒

頭
に
記
し
た
が
��
唱
歌
は
う
た
つ
て
ゐ
る
う
ち
に
�
空
想
が
限
り
な
く
わ
い
て

出
て
�
広
い
二
階
の
唱
歌
室
か
ら
遠
望
す
る
と
�
遠
く
恵
那
山
脈
が
見
え
る
�
何

故
と
な
く
涙
が
沸
い
て
出
て
つ
い
現
実
の
わ
れ
を
忘
れ
て
し
ま
ふ
�
ほ
ど
で
�
早

く
も
繊
細
で
鋭
敏
な
詩
人
の
才
覚
を
見
せ
て
い
た
�
と
こ
ろ
が
�
唱
歌
は
大
好
き

で
あ
つ
た
が
�
唱
歌
の
点
は
決
し
て
よ
く
は
な
か
つ
た
�
と
付
け
加
え
る
�
歌
唱

力
で
は
な
く
�
唱
歌
の
抒
情
性
に
引
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
�

�
竹ち

く

し枝
町
巷
談
��
昭
30
�
は
�
直
江
光
比
古
之
心
情
及
行
状
序
巻
�
と
い
う
副

題
で
�
信
州
飯
田
町
�
現
�
飯
田
市
�
で
の
小
中
学
生
時
代
を
振
り
返
�
た
自
伝
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的
小
説
で
あ
る
�
文
体
は
文
語
体
で
�
樋
口
一
葉
の
�
た
け
く
ら
べ
�
を
意
識
し

て
書
か
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
��
竹
枝
�
は
�
た
け
え
だ
�
と
も
読
め
�
そ
の
こ

と
を
響
か
せ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
�
こ
の
作
品
の
文
学
的
意
図
は
�
序
詩
と

し
て
少
年
の
春
を
惜
し
む
白
居
易
の
漢
詩
�
序
歌
と
し
て
�
古
里
の
愛
お
た
ぎ
の
や
し
ろ

宕
社
神
寂

び
て
し
づ
も
り
ま
せ
り
秋
風
吹
け
ば
���
歌
集
病
艸
子
�
昭
10
�
を
掲
げ
て
い
る

こ
と
に
よ
�
て
�
少
年
の
精
神
的
な
成
長
を
描
く
教
養
小
説
を
め
ざ
し
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
�
こ
の
作
品
は
長
編
で
�
当
然
�
唱
歌
の
場
面
が
多
く
出
て
く
る
�

そ
こ
で
�
ま
ず
唱
歌
を
め
ぐ
る
生
活
や
思
い
が
表
れ
て
い
る
部
分
を
�
つ
い
で
�

個
々
の
唱
歌
を
歌
う
場
面
に
つ
い
て
取
り
上
げ
�
考
察
し
て
い
く
�

�
電
気
�
ち
ふ
も
の
が
初
め
て
点
い
た
と
て
�
大
点
灯
の
下
�
街
の
子
唱
歌
う

た
ひ
て
更
く
る
ま
で
さ
わ
ぎ
ぬ
�
と
�
当
時
の
少
年
の
興
奮
し
た
喜
び
が
唱
歌
に

よ
�
て
爆
発
し
た
様
子
を
描
く
�
小
学
校
に
入
�
た
こ
ろ
�
意
地
め
ら
れ
て
一
泣

き
し
た
あ
と
で
も
�
講
堂
で
唱
歌
習
ひ
つ
ゝ
�
松
川
の
流
の
さ
き
の
�
碧
く
黄
な

る
鼎
松
尾
の
景
色
見
て
あ
れ
ば
�
小
胸
い
つ
し
か
霽は

れ
て
自
づ
と
微
笑
ま
る
ゝ
な

り
�
と
�
身
近
で
親
し
み
の
あ
る
自
然
を
連
想
し
�
そ
の
原
風
景
に
心
が
慰
め
ら

れ
る
�
十
二
歳
の
時
�
友
人
と
�
唱
歌
軍
歌
な
ど
高
ら
か
に
歌
ひ
�
我
と
わ
が
若

き
声
に
き
ゝ
惚
れ
て
��
疲
れ
て
一
寝
入
り
し
た
後
�
朝
か
と
思
い
��
雨
戸
を
開

け
て
更
に
又
唱
歌
す
る
�
と
�
ま
だ
深
夜
で
あ
�
た
と
い
う
熱
中
ぶ
り
で
あ
る
�

中
学
校
に
入
る
前
の
こ
ろ
��
夕
風
寒
く
立
ち
そ
む
る
頃
ま
で
�
本
読
み
絵
を
観
�

唱
歌
う
た
ひ
て
居
た
り
き
�
夕
餉
果
て
ゝ
�
奥
庭
の
宿
雪
を
眺
め
�
炬
燵
に
あ
た

り
て
弟
ら
と
歌
う
た
ふ
は
�
楽
し
き
ま
と
ひ
の
一
刻と
き

ぞ
か
し
�
と
�
必
ず
し
も
学

校
唱
歌
に
限
ら
な
い
だ
ろ
う
が
�
歌
う
こ
と
が
読
書
や
食
事
な
ど
の
日
常
生
活
の

流
れ
の
中
に
あ
り
�
家
族
が
一
体
と
な
�
た
穏
や
か
な
生
活
で
あ
�
た
�
唱
歌
は

や
は
り
学
校
を
出
て
�
家
庭
の
中
�
友
人
と
の
付
き
合
い
�
さ
ら
に
深
く
子
供
の

内
面
生
活
に
入
�
て
い
る
の
で
あ
る
�

次
に
�
歌
の
曲
目
を
中
心
に
見
て
い
く
��
渡
る
に
易
き
安
城
の
�
で
始
ま
る

�
喇
叭
の
響
��
明
27
�
は
厳
格
な
知
識
人
で
�
よ
き
影
響
を
受
け
た
祖
父
が
食
事

を
終
え
て
席
を
立
つ
と
��
箸
の
楽
隊
�
に
よ
�
て
歌
が
出
て
く
る
�
こ
の
歌
は

ま
た
��
つ
い
気
が
緩
ん
だ
か
�
唱
ふ
渡
る
に
や
す
き
の
唱
歌
の
節
に
浮
さ
れ
た

か
�
勢
ひ
余
つ
て
�
進
ん
で
立
ち
戻
ら
む
と
す
る
�
と
あ
る
よ
う
に
�
何
か
元
気

よ
く
行
動
す
る
時
の
�
き
�
か
け
の
文
句
に
な
�
て
い
る
�
あ
る
夜
�
部
屋
に
籠

り
�
銀
笛
で
唱
歌
を
吹
き
鳴
ら
す
こ
と
も
あ
る
�
そ
の
歌
曲
は
�
喇
叭
の
響
�

�
明
27
��
紀
元
節
��
明
21
��
箱
根
八
里
��
明
34
��
荒
城
の
月
��
明
34
��
散

歩
唱
歌
��
明
34
�
の
秋
で
�
他
に
�
煙
か
雲
か
�
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
�
こ
の

�
煙
か
雲
か
�
と
い
う
歌
は
見
当
ら
な
い
�
こ
れ
は
以
前
に
出
た
�
霞
か
雲
か
�

か
も
し
れ
な
い
が
�
題
名
と
歌
い
出
し
の
句
を
間
違
う
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
�
既

述
の
�
坂
元
少
佐
��
明
27
�
の
歌
い
出
し
は
�
煙
か
浪
か
�
は
た
雲
か
�
で
�

似
た
よ
う
な
語
句
が
並
ん
だ
た
め
記
憶
が
混
乱
し
た
の
で
あ
り
�
こ
の
�
坂
元
少

佐
�
と
考
え
て
よ
い
�
作
者
は
こ
の
時
の
心
情
を
次
の
よ
う
に
述
べ
る
�

吹
け
ば
笛
の
金
属
性
の
ひ
ゞ
き
の
中
に
わ
が
柔
か
き
感
傷
溶
け
込
み
て
�
魂

ゆ
ら
ぎ
空
想
燃
え
�
今
の
現
身
す
ず
ろ
忘
れ
て
暖
き
空
想
の
思
ひ
�
そ
の
四

肢
五
体
を
脹
ら
ま
し
む
る
心
地
ぞ
す
る
�

こ
の
抒
情
的
で
�
切
な
く
詠
嘆
的
な
深
い
心
底
を
流
れ
る
若
者
の
思
い
に
注
目
す

べ
き
で
あ
る
�

ま
た
��
紀
元
節
��
明
21
�
が
�
仄
か
に
〳
〵
暖
き
け
は
ひ
を
や
ゝ
に
見
せ
て

�
碧
空
よ
り
臥
雪
の
上
か
け
て
流
る
ゝ
頃
�
暖
き
な
さ
け
の
日
の
光
強
く
見
す
る
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好
天
も
あ
り
�
と
�
早
春
の
ほ
の
暖
い
南
信
濃
の
空
気
と
風
景
に
溶
け
込
ん
で
唱

歌
が
歌
わ
れ
て
い
る
��
散
歩
唱
歌
��
明
34
�
は
初
め
て
写
真
を
現
像
す
る
心
の

逸
る
時
に
口
ず
さ
む
�
中
学
生
に
な
�
た
こ
ろ
は
��
ひ
と
り

0

0

0

を
求
め
て
�
二
階

に
上
り
�
置
炬
燵
に
入
り
��
豆
ラ
ム
プ
の
悒
鬱
な
る
微
光
の
下
�
吹す
い

風
琴
と
り

出
で
ゝ
�
吹
き
鳴
ら
す
�
こ
こ
で
�
天あ
ま

の
川
波
�
と
あ
る
の
は
�
雪
夜
の
斥
候
�

�
明
30
���
八
甲
田
颪
�
は
�
陸
奥
の
吹
雪
��
明
35
���
笠
置
の
山
�
は
�
南
朝

五
忠
臣
��
明
11
�
の
こ
と
で
�
歌
い
出
し
の
句
で
記
し
て
い
る
�
ま
た
��
赤
十

字
の
歌
�
と
は
�
赤
十
字
従
軍
の
歌
��
明
37
�
で
あ
ろ
う
�
そ
う
す
る
と
�
瞼

に
涙
す
ず
ろ
に
滲
み
出
で
つ
�
歌
の
文
句
の
意
味
已
上
に
�
ふ
し
ま
は
し
の
よ
く

腹
を
掻
き
毮む
し

る
多
情
の
思
ひ
あ
ら
し
む
れ
ば
な
る
べ
し
�
と
�
深
い
吐
息
の
洩
れ

る
感
情
移
入
に
よ
り
�
極
点
に
達
す
る
の
で
あ
る
�
続
い
て
�
漢
籍
や
文
芸
雑
誌

を
読
ん
だ
後
��
孝
女
白
菊
の
歌
��
明
22
�
の
冒
頭
�
阿
蘇
の
山
里
秋
更
け
て
�

を
��
声
あ
げ
て
��
高
く
�
歌
う
が
�
な
ぜ
か
�
落
花
の
雪
に
踏
み
迷
ふ
�
と

�
太
平
記
�
の
有
名
な
道
行
き
を
�
力
籠
め
し
声
音
を
出
し
て
一
笑
す
る
��
こ
の

印
象
の
連
想
が
何
に
よ
る
の
か
興
味
深
い
�
し
か
し
�
終
り
の
�
父
を
待
つ
な
る

を
と
め

0

0

0

と
い
ふ
三
字
�
は
�
何
と
な
く
羞
か
し
く
や
ゝ
小
さ
く
唱
ふ
�
の
で
あ
�

た
�
こ
の
よ
う
に
�
日
夏
は
そ
れ
ぞ
れ
の
年
代
に
応
じ
て
�
そ
れ
ぞ
れ
の
唱
歌
を

そ
の
時
々
の
自
己
流
で
歌
い
�
内
面
の
感
受
性
を
練
り
�
抒
情
性
を
高
め
て
い
�

た
�
詩
人
の
精
神
的
な
成
長
に
唱
歌
が
深
く
内
在
し
�
関
係
し
�
生
き
て
は
た
ら

い
た
典
型
的
な
例
と
い
え
よ
う
�

日
夏
の
唱
歌
に
対
す
る
懐
旧
と
陶
冶
の
情
は
変
る
こ
と
な
く
湛
え
ら
れ
�
戦
後

は
世
情
を
批
判
し
�
自
己
の
生
き
方
を
再
認
す
る
も
と
と
な
�
た
�
こ
の
こ
と
に

つ
き
�
以
下
�
夜
久
正
雄
�
亜
細
亜
大
学
名
誉
教
授
�
の
�
日
夏
耿
之
介
�
紀
元

節
�
の
唱
歌
と
歌
集
�
文
人
画
風
�
に
つ
い
て
��
国
民
同
胞
�
平
成
十
六
年
三

月
�
に
よ
つ
て
述
べ
る
�
昭
和
二
十
三
年
一
月
�
文
寿
堂
�
国
立
書
院
の
編
集
部

を
手
伝
�
て
い
た
夜
久
は
�
日
夏
の
�
黒
衣
聖
母
�
を
豪
華
版
で
出
版
す
る
こ
と

に
な
�
て
�
日
夏
を
訪
れ
た
�
そ
の
時
�
日
夏
の
作
�
た
次
の
歌
を
聞
き
�
所
蔵

す
る
日
夏
の
�
文
人
画
風
�
の
裏
表
紙
に
記
し
て
お
い
た
�

笠
置
の
山
出
で
に
し
唱
歌
う
た
ひ
つ
ゝ
夕
庭
ゆ
け
ば
涙
な
が
る
ゝ

は
に
や
す
の
め
ぐ
み
の
波
に
あ
み
し
よ
を
し
ぬ
ぶ
と
す
れ
ば
心
く
だ
く
る

こ
の
こ
と
を
出
版
社
の
月
報
に
先
の
再
版
の
知
ら
せ
を
兼
ね
て
書
く
こ
と
に
な

り
�
改
め
て
日
夏
に
歌
を
書
い
て
も
ら
�
た
が
�
そ
の
書
き
方
に
日
夏
は
満
足
せ

ず
�
も
う
一
度
二
月
に
葉
書
で
送
�
て
く
れ
た
�
そ
れ
を
夜
久
は
�
文
人
画
風
�

の
表
紙
の
裏
に
貼
り
付
け
て
�
残
し
て
い
た
�
独
特
の
万
年
筆
に
よ
る
筆
致
で
�

�
黄
眠
道
人
�
と
署
名
し
て
い
る
�
前
者
の
歌
は
�
南
朝
五
忠
臣
��
明
11
�
の
第

一
節
楠
木
正
成
の
こ
と
で
あ
る
�
こ
の
初
出
は
�
保
育
唱
歌
��
明
11
��
原
題
は

�
忠
臣
�
で
��
風
車
�
と
同
じ
く
雅
楽
の
越
天
楽
の
旋
律
に
な
り
�
広
く
歌
わ

れ
�
明
治
二
十
年
代
の
教
科
書
に
も
多
く
採
用
さ
れ
て
い
る
�
後
者
の
歌
は
�
紀

元
節
��
明
21
�
の
第
二
節
に
よ
�
て
詠
ま
れ
て
い
る
�
前
述
の
三
編
の
作
品
は

幼
少
年
時
代
の
思
い
出
を
後
に
な
�
て
記
し
た
も
の
で
あ
る
�
し
か
し
�
全
集
未

収
録
の
こ
の
二
首
の
和
歌
は
敗
戦
直
後
の
昭
和
二
十
二
�
三
年
�
四
十
歳
代
後
半

に
詠
ん
だ
も
の
で
�
そ
の
当
時
の
作
者
の
心
境
が
明
瞭
に
示
さ
れ
て
い
る
�
戦
後

の
世
の
風
潮
�
人
心
の
変
化
に
悲
憤
慷
慨
す
る
気
持
が
流
れ
�
た
ぎ
�
て
い
る
�

こ
の
思
い
が
唱
歌
に
触
発
さ
れ
�
そ
の
詩
句
を
用
い
て
表
し
て
い
る
こ
と
に
注
意

せ
ね
ば
な
ら
な
い
�
日
夏
の
唱
歌
へ
の
情
念
は
一
貫
不
惑
に
立
ち
�
鎮
ま
�
て
い

る
�
こ
の
心
情
に
拠
�
て
�
日
夏
は
一
生
を
通
じ
て
唱
歌
と
共
に
生
き
て
き
た
�
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往
々
に
し
て
詩
人
と
い
え
ば
唱
歌
を
軽
視
�
あ
る
い
は
無
視
す
る
傾
向
に
あ
る

が
�
日
夏
が
唱
歌
を
詩
歌
と
同
列
に
置
い
て
評
価
し
た
根
本
の
態
度
が
こ
れ
で
明

ら
か
に
な
�
た
�

な
お
�
日
夏
は
�
白
山
御
殿
町―

明
治
大
正
文
芸
回
顧
録
��
昭
22
�
で
�
青

年
時
代
の
文
壇
を
顧
み
て
い
る
�
こ
の
中
で
��
文
芸
界
�
主
宰
で
�
東
京
師
範

学
校
教
授
で
あ
�
た
佐
々
醒
雪
�
明
５―

大
６
�
が
著
し
た
修
辞
法
書
の
書
翰
文

の
作
例
を
引
用
し
�
学
士
町
�
西
片
町
十
番
地
�
の
こ
と
に
つ
い
て
�
静
か
な
事

昔
の
通
り
に
候
�
人
力
の
外
は
�
琴
の
音
�
未
だ
蝦
茶
の
昔
を
忘
れ
で
か
�
讃
美

歌
め
き
し
唱
歌
と
ベ
ビ
�
ス
オ
ル
ガ
ン
�
先
づ
こ
ん
な
物
に
候
�
と
記
す
�
こ
の

�
讃
美
歌
め
き
し
唱
歌
�
と
は
�
讃
美
歌
の
こ
と
か
学
校
唱
歌
の
こ
と
か
�
い
ず

れ
に
し
ろ
讃
美
歌
調
即
ち
唱
歌
調
の
歌
が
聞
こ
え
て
く
る
�
こ
の
書
名
は
記
さ
れ

て
い
な
い
が
�
出
典
を
調
べ
た
が
不
明
��
文
中
に
明
治
三
十
五
年
の
出
版
と
あ

り
��
蝦
茶
�
と
は
明
治
三
十
年
代
の
袴
を
は
い
た
女
学
生
の
こ
と
で
�
当
時
の

唱
歌
の
風
景
の
一
つ
の
場
面
と
し
て
こ
こ
に
記
録
し
て
お
く
�

○
林
芙
美
子
�
明
36―

昭
26
�

林
芙
美
子
が
唱
歌
に
対
し
て
好
ま
し
い
印
象
を
持
�
て
い
た
こ
と
は
既
述
し
た

�
紀
要
三
八
��
こ
こ
で
改
め
て
唱
歌
�
童
謡
�
ま
た
軍
歌
を
材
料
に
し
て
�
林
の

歌
一
般
に
つ
い
て
の
情
熱
を
明
ら
か
に
し
よ
う
��
放
浪
記
��
昭
５
�
の
冒
頭
に

�
旅
愁
��
明
40
�
の
第
一
節
三
行
を
掲
げ
�
続
い
て
�
私
は
宿
命
的
に
放
浪
者
で

あ
る
�
私
は
古
里
を
持
た
な
い
�
と
記
し
て
い
る
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
�

こ
の
�
古
里
�
と
い
う
漢
字
表
記
に
つ
い
て
論
及
し
た
も
の
が
あ
る
�
野
島
秀
勝

�
林
芙
美
子
・
人
と
作
品
��
昭
和
文
学
全
集
�
八
��
そ
れ
に
よ
る
と
��
旅
愁
�

の
元
の
歌
詞
は
�
恋
し
や
ふ
る
さ
と
�
と
��
ふ
る
さ
と
�
は
平
仮
名
で
あ
る
の

に
�
林
の
引
用
は
漢
字
で
あ
る
�
私
生
児
で
あ
る
林
の
本
籍
地
は
現
在
の
鹿
児
島

市
古
里
町
で
あ
る
が
�
当
地
は
出
生
地
で
も
生
育
地
で
も
な
い
��
古
里
を
持
た

な
い
�
と
い
う
述
懐
は
地
名
�
古
里
�
と
二
重
写
し
で
あ
り
��
不
可
能
な
�
故

郷
�
の
幻
影
が
�
悲
し
い
イ
ロ
ニ
�
の
短
調
を
響
か
せ
�
て
い
る
と
す
る
�
確
か

に
そ
の
通
り
と
言
え
よ
う
�
桜
島
南
端
の
古
里
温
泉
は
林
の
実
際
の
ふ
る
さ
と
で

は
な
い
��
放
浪
者
�
を
自
認
し
�
土
地
の
�
古
里
�
も
心
の
安
住
す
る
ふ
る
さ

と
も
�
と
も
に
な
か
�
た
�
し
か
し
�
林
は
決
し
て
唱
歌
を
排
斥
す
る
気
持
は
な

い
�
唱
歌
を
含
め
て
歌
謡
一
般
に
地
味
な
熱
情
を
持
ち
続
け
た
�
そ
れ
は
諦
念
で

あ
り
�
一
種
の
悟
り
で
も
あ
�
た
ろ
う
�

さ
て
�
明
治
後
期
の
洋
画
家
�
青
木
繁
が
放
浪
の
果
て
に
宿
痾
の
結
核
の
た
め

福
岡
で
発
病
し
�
死
ぬ
ま
で
を
描
い
た
�
夜
猿
��
昭
25
�
で
�
入
院
中
の
正
月
�

廊
下
を
通
る
子
供
ら
が
�
一
月
一
日
��
明
26
�
を
歌
�
て
い
る
の
を
聞
く
��
思

ひ
出
深
い
歌
で
あ
る
�
と
�
東
京
で
の
生
活
を
回
想
し
�
自
殺
し
た
藤
村
操
の

�
あ
の
思
ひ
が
�
今
頃
に
な
つ
て
羨
し
い
気
が
し
た
��
こ
れ
は
作
者
自
身
の
思
い

で
も
あ
ろ
う
��
子
供
の
歌
ひ
さ
つ
て
行
つ
た
�
歌
声
に
も
�
胸
の
中
が
う
づ
く

程
で
あ
つ
た
���
旅
愁
�
の
身
の
林
に
も
同
じ
よ
う
に
胸
迫
る
も
の
が
あ
�
た
に

違
い
な
い
�
ま
た
��
茶
色
の
眼
��
昭
25
�
は
結
婚
生
活
に
飽
き
た
夫
婦
の
心
の

通
わ
な
い
生
活
を
描
く
�
気
位
が
高
く
�
茶
色
の
眼
�
を
し
た
妻
が
実
家
に
帰
�

た
後
�
気
の
弱
い
夫
は
下
宿
す
る
美
術
学
生
と
酒
を
飲
み
合
う
�
学
生
は
�
青
葉

の
笛
��
明
39
�
を
歌
う
�
た
だ
し
�
歌
詞
は
�
須
磨
の
嵐
に
聞
え
し
は
こ
れ
か
�

青
葉
の
笛
�
で
あ
る
が
�
引
用
は
�
夜
半
の
嵐
に
�
う
た
れ
し
は
こ
れ
か
�
と
�

も
�
と
も
ら
し
く
誤
�
て
い
る
�
ま
さ
か
こ
こ
に
作
者
の
表
現
的
意
図
は
な
い
で

あ
ろ
う
�
夫
は
�
小
学
校
時
代
の
昔
を
思
ひ
出
し
た
�
自
分
の
あ
る
時
代
に
も
�
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こ
ん
な
歌
が
あ
つ
た
�
と
懐
し
が
�
た
��
敗
戦
の
歌
と
い
ふ
も
の
は
�
何
と
い

つ
て
も
�
哀
れ
に
美
し
い
�
歌
と
い
ふ
も
の
は
�
思
ひ
出
を
誘
ふ
も
の
だ
�
と
�

戦
後
の
世
の
中
の
現
状
と
重
ね
�
夫
婦
間
の
倦
怠
と
無
気
力
な
様
子
を
漂
わ
せ
て

い
る
�
作
者
の
描
く
唱
歌
の
世
界
は
虚
ろ
で
�
暗
さ
と
わ
び
し
さ
が
や
は
り
漂
�

て
い
る
�

林
は
作
品
の
中
に
よ
く
自
作
の
詩
を
挿
入
す
る
が
�
同
じ
よ
う
に
唱
歌
だ
け

で
な
く
�
わ
ら
べ
う
た
や
俗
謡
な
ど
も
引
用
す
る
こ
と
が
多
い
�
パ
リ
旅
行
を
素

材
に
し
た
�
屋
根
裏
の
椅
子
��
昭
７
�
で
�
パ
リ
人
が
�
ギ
�
チ
�
ン
�
ギ
�

チ
�
ン
の
日
本
歌
を
口
ず
さ
み
な
が
ら
��
大
変
な
つ
か
し
い
�
と
い
つ
た
風
な

表
情
を
し
て
見
せ
る
�
と
あ
る
�
こ
の
�
日
本
歌
�
は
唱
歌
�
高
い
山
��
明
25
�

の
元
歌
で
あ
る
俗
曲
�
高
い
山
��
明
２
�
で
あ
ろ
う
�
こ
れ
は
�
ギ
�
チ
�
ン

ギ
�
チ
�
ン
と
い
う
は
や
し
言
葉
を
添
え
て
歌
わ
れ
て
い
た
も
の
��
金
田
一
春

彦
他
・
前
掲
書
�
で
あ
る
��
清
貧
の
書
��
昭
６
�
で
��
蛙
が
鳴
く
か
ら
帰
ら

う
���
蛙
の
唄
を
う
た
つ
た
�
男
の
子
�
と
あ
る
の
は
�
江
戸
後
期
以
来
の
わ

ら
べ
う
た
の
こ
と
で
あ
る
�
ま
た
��
文
学
的
自
叙
伝
��
昭
10
�
で
は
�
女
学
校

の
四
年
間
�
ほ
と
ん
ど
陰
気
な
図
書
館
で
暮
ら
し
�
�
目
立
た
な
い
生
徒
で
�
仲

の
い
い
友
達
も
一
人
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
�
と
い
う
林
は
�
唱
歌
室
で
聴
い
た

�
椿
姫
��
昭
３
�
は
�
唱
歌
の
判
ら
な
い
私
に
も
�
そ
の
言
葉
は
心
が
燃
え
る
程

綺
麗
だ
つ
た
�
と
回
想
す
る
�
こ
の
歌
は
�
姉
妹
��
昭
23
��
放
浪
記
�
第
三
部

�
昭
24
�
に
も
出
て
く
る
�
ま
た
��
放
浪
記
�
第
一
部
�
昭
５
�
に
�
カ
チ
�
�

シ
�
の
唄
��
大
３
�
を
歌
い
��
ロ
マ
ン
チ
�
ク
な
女
�
に
な
り
��
何
だ
か
子

供
心
に
も
切
な
い
も
の
が
あ
つ
た
�
と
懐
し
む
��
城
�
島
の
雨
��
大
10
�
は
�
放

浪
記
�
第
一
部
や
�
瑪め

の

う瑙
盤
��
昭
８
�
で
歌
詞
を
引
用
す
る
�
終
り
に
��
放
浪

記
�
第
一
部
に
出
て
く
る
他
の
歌
謡
を
一
括
し
て
順
に
掲
げ
る
��
お
い
と
こ
節
�

�
大
３
��
炭
坑
節
��
昭
７
��
ス
ト
ラ
イ
キ
節
�
東
雲
節
���
明
33
��
立
山
節
�

�
明
28
��
子
守
唄
��
沈
鐘
��
大
７
��
土
佐
節
��
明
22
��
第
二
部
�
昭
５
�

に
は
�
籠
の
鳥
��
大
12
�
が
出
る
�

ま
た
�
随
筆
の
�
秋
そ
の
他
��
昭
８
�
で
は
�
山
の
中
の
小
さ
い
町
中
で
�

カ
ジ
屋
の
若
い
衆
�
が
�
都
会
か
ら
山
を
幾
つ
も
越
し
て
来
て
古
く
さ
く
な
つ

た
��
酒
は
涙
か
溜
息
か
��
昭
６
�
を
歌
い
な
が
ら
蹄
鉄
を
作
�
て
い
る
の
を
見

て
�
作
者
は
�
自
分
の
生
活
が
何
だ
か
味
気
な
い
も
の
に
も
思
は
れ
て
来
る
�
と

考
え
て
し
ま
う
�
地
に
つ
い
て
�
よ
い
生
活
�
を
し
て
い
る
生
き
方
が
恨
め
し
く
�

ふ
と
我
に
振
り
返
�
て
省
み
る
の
で
あ
る
�
こ
の
よ
う
に
�
林
は
い
ろ
い
ろ
な
分

野
の
歌
に
関
心
を
持
ち
�
歌
い
�
創
作
に
取
り
入
れ
た
�
こ
れ
ら
多
く
の
歌
の
中

に
唱
歌
も
あ
�
た
の
で
あ
り
�
作
者
に
と
�
て
は
ど
の
歌
に
も
価
値
が
あ
�
た
�

こ
と
さ
ら
唱
歌
に
限
�
て
批
判
す
る
の
は
当
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
�

で
は
�
軍
歌
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
扱
い
方
を
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
��
軍
歌
�

�
昭
25
�
で
�
酔
�
た
復
員
兵
が
歌
う
�
軍
艦
行
進
曲
��
明
30
�
に
つ
い
て
�

�
客
も
一
抹
の
旅
愁
に
似
た
も
の
が
�
み
ん
な
の
心
を
か
す
め
た
に
違
ひ
な
い
�

す
べ
て
が
�
そ
の
ま
ま
に
残
つ
て
�
人
生
は
�
こ
こ
ま
で
流
れ
て
し
ま
つ
た
の
だ
�

と
述
懐
す
る
�
戦
争
も
敗
戦
も
�
ま
た
戦
後
の
生
活
も
す
べ
て
�
旅
愁
�
で
あ
�

た
��
放
浪
記
�
冒
頭
の
唱
歌
�
旅
愁
�
は
こ
こ
に
ま
で
響
い
て
く
る
�
昔
も
今

も
あ
り
の
ま
ま
の
現
実
で
あ
り
�
一
筋
に
流
れ
来
た
�
て
�
自
己
の
生
涯
と
な
�

た
の
で
あ
る
�
そ
こ
に
定
め
ら
れ
た
運
命
と
い
う
も
の
が
あ
る
��
若
鷺
の
歌

�
予
科
連
の
歌
���
昭
18
�
で
は
�
軍
歌
は
�
歌
へ
ば
悲
し
い
��
そ
れ
は
�
お
互

ひ
の
胸
の
う
ち
な
ン
だ
�
思
ひ
出
し
ま
す
と
云
ふ
だ
け
の
も
ン
で
す
さ
�
大
切
な
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事
だ
ね
�
と
い
う
�
ま
た
��
大
旅
行
を
し
た
や
う
な
も
の
で
���
結
局
は
�
俺

と
い
う
人
間
が
残
つ
た
や
う
な
も
の
�
で
あ
る
�
や
は
り
�
大
旅
行
�
と
い
う

捉
え
方
を
し
て
い
る
�
戦
争
も
放
浪
で
あ
�
て
�
そ
れ
は
作
者
自
身
の
人
生
で
も

あ
�
た
�
そ
こ
で
��
も
う
い
ち
ど
�
悲
し
く
な
つ
て
あ
の
頃
の
痛
さ
を
思
ひ
出

し
て
み
な
く
ち
や
い
け
な
い
�
と
い
う
�
軍
歌
に
触
発
さ
れ
�
戦
争
を
経
て
き

た
人
間
の
一
生
を
意
義
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
�
悲
し
く
辛
い
思
い
出
は
各
自
の

胸
の
中
に
あ
る
�
そ
れ
は
生
き
て
き
た
証
と
し
て
大
切
な
も
の
で
あ
る
�
戦
い
に

敗
れ
て
も
�
そ
の
苦
し
さ
を
思
い
起
し
�
こ
れ
か
ら
も
あ
の
こ
ろ
と
同
じ
よ
う
に

生
き
て
い
こ
う
と
悟
る
�
こ
の
作
品
に
は
他
に
��
露
営
の
歌
��
昭
12
��
父
よ

あ
な
た
は
強
か
�
た
��
昭
14
��
暁
に
祈
る
��
昭
15
��
ま
た
�
銀
座
カ
ン
カ
ン

娘
��
昭
24
��
炭
坑
節
��
昭
７
�
も
含
ま
れ
て
い
る
�
た
だ
��
雨
に
も
め
げ

ず
�
風
に
も
め
げ
ず
�
は
歌
詞
の
一
節
と
思
わ
れ
る
が
出
典
は
不
明
で
あ
る
�

で
は
�
こ
の
�
軍
歌
�
の
主
題
は
何
か
�
た
だ
単
に
回
顧
と
か
思
い
出
を
懐

し
む
も
の
で
も
�
戦
争
批
判
で
も
な
い
�
復
員
兵
が
語
る
�
い
ま
も
現
実
だ
ろ
�

あ
の
時
も
現
実
だ
つ
た
�
と
い
う
時
代
を
認
識
す
る
態
度
に
着
眼
す
べ
き
で
あ

る
�
戦
中
�
戦
後
も
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
価
値
を
持
つ
生
活
が
あ
り
�
生
き
方
が

あ
�
た
�
国
民
は
そ
の
時
々
に
�
一
途
に
生
き
て
来
て
�
今
に
至
�
て
い
る
�
負

け
た
か
ら
と
い
�
て
�
過
去
を
否
定
し
た
り
�
現
在
を
呪
う
こ
と
は
な
い
�
日
本

人
と
し
て
�
国
の
現
実
の
在
り
方
を
直
視
し
�
そ
の
奥
に
あ
る
人
間
性
の
真
実
を

捉
え
よ
う
と
い
�
て
い
る
の
で
は
な
い
か
�

こ
の
視
点
は
戦
時
中
の
林
の
行
動
を
理
解
す
る
に
も
有
効
で
あ
る
�
日
華
事
変

の
始
�
た
昭
和
十
二
年
に
南
京
陥
落
�
新
聞
社
の
特
派
員
と
し
て
当
地
に
赴
き
�

翌
年
に
は
ペ
ン
部
隊
と
し
て
従
軍
�
上
海
に
行
き
�
次
い
で
漢
口
に
報
道
記
者
と

し
て
一
番
乗
り
を
果
し
た
�
帰
国
し
て
各
地
で
そ
の
報
告
の
講
演
を
し
��
戦
線
�

を
刊
行
し
た
�
翌
十
四
年
の
�
北
岸
部
隊
�
で
は
�
私
は
兵
隊
が
好
き
だ
�
で

始
る
詩
を
書
き
��
民
族
を
愛
す
る
青
春
に
噴
き
こ
ぼ
れ
�
旗
を
背
負
つ
て
黙
々

と
進
軍
し
て
ゆ
く
の
だ
�
と
結
ぶ
�
雨
の
中
�
ト
ラ
�
ク
の
下
へ
も
ぐ
り
こ
ん
で

寝
て
い
る
兵
隊
の
姿
を
見
て
��
私
は
胸
ふ
た
ぐ
切
な
い
思
ひ
だ
つ
た
�
雨
の
降

る
な
か
を
�
こ
ゝ
は
お
国
を
何
百
里
�
と
云
ふ
口
笛
が
行
く
�
と
��
戦
友
��
明

38
�
を
記
す
�
ま
た
��
空
軍
に
�
こ
ん
な
堂
々
と
し
た
軍
人
を
持
つ
こ
と
は
�

祖
国
日
本
の
悠
々
た
る
も
の
を
感
じ
る
�
と
称
揚
す
る
�
あ
と
が
き
に
��
兵
隊

さ
ん
�
と
い
わ
ず
��
兵
隊
�
と
い
�
て
い
た
の
は
�
堂
々
た
る
軍
勢
�
の
�
素

晴
し
き
こ
と
�
を
表
す
た
め
と
述
べ
る
�

こ
の
よ
う
な
林
の
実
際
的
な
行
動
力
を
後
に
な
�
て
批
判
す
る
意
見
が
あ
る
�

一
例
を
挙
げ
れ
ば
��
彼
女
は
�
た
だ
�
特
別
の
行
動
力
を
発
揮
し
て
�
そ
の
実
感

を
�
す
な
お
に
�
つ
づ
�
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
��
戦
後
の
芙
美
子
が
ま
ず
書
こ

う
と
決
意
し
た
の
は
�
戦
争
に
よ
�
て
運
命
を
狂
わ
せ
ら
れ
た
�
不
幸
な
庶
民
群

像
で
あ
�
た
�
そ
し
て
�
そ
こ
に
は
�
反
戦
の
思
い
が
強
く
こ
め
ら
れ
て
い
た
�

と
し
��
そ
の
時
々
の
感
情
に
忠
実
に
疾
走
す
る
と
こ
ろ
に
�
そ
の
独
特
の
資
質
�

が
あ
る
と
主
張
す
る
�
磯
貝
英
夫
�
新
潮
日
本
文
学
ア
ル
バ
ム
・
林
芙
美
子
���

こ
れ
は
あ
ま
り
に
通
俗
的
過
ぎ
る
世
間
一
般
の
判
断
で
あ
り
�
戦
後
日
本
人
に

あ
り
が
ち
な
生
き
方
を
言
�
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
�
林
に
と
�
て
は
放
浪
も
戦
争

も
戦
後
も
決
し
て
�
狂
わ
せ
ら
れ
た
�
と
は
捉
え
て
い
な
い
�
前
述
の
通
り
�
そ

れ
ぞ
れ
に
懸
命
に
身
を
処
し
て
き
た
の
で
あ
る
�
そ
れ
は
ま
た
�
そ
の
時
々
の
感

情
�
の
ま
ま
と
い
う
も
の
で
は
な
い
�
人
生
を
放
浪
�
旅
行
と
諦
観
し
�
大
楽
観

す
る
と
こ
ろ
に
根
づ
い
た
人
生
観
に
よ
る
の
で
あ
る
�
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こ
こ
で
�
林
の
戦
後
の
生
き
る
構
え
を
�
長
田
泰
治
の
論
��
林
芙
美
子
の
大

東
亜
戦
争
観
�
あ
ら
た
ま
五
十
�
平
成
十
二
年
十
二
月
�
を
参
考
に
し
て
述
べ
よ

う
��
こ
の
戦
ひ
の
終
り
か
た
が
�
本
当
に
終
つ
た
感
じ
に
は
思
へ
な
か
つ
た
�

�
本
当
の
平
和
で
あ
る
緑
地
帯
の
や
う
な
�
明
る
い
も
の
を
空
想
す
る
事
は
出
来

な
か
つ
た
�
と
い
う
��
折
れ
芦
�
新
潮
�
昭
25
・
１
��
戦
争
は
未
だ
終
ら
ず
�

尾
を
引
い
て
い
る
�
平
和
は
本
物
で
は
な
く
��
そ
れ
ら
し
い
そ
ぶ
り
が
棚
引
い

て
��
は
か
な
く
浮
か
れ
て
い
る
�
国
民
は
敗
戦
の
重
み
を
感
じ
取
�
て
い
な
い

と
い
う
の
で
あ
る
�
ま
た
��
聞
い
て
み
れ
ば
�
自
分
だ
け
が
不
幸
な
の
ぢ
や
な

い
�
祖
国
を
想
へ
ば
こ
そ
�
無
理
な
長
い
戦
争
に
も
此
の
人
達
は
耐
へ
忍
ん
で

き
た
���
雨
�
新
潮
�
昭
和
21
・
２
��
庶
民
は
そ
れ
ぞ
れ
に
戦
い
�
耐
え
忍
び
�

生
き
て
き
た
�
不
幸
で
あ
�
た
の
は
�
庶
民
群
像
�
ば
か
り
で
は
な
い
�
運
命
が

狂
�
た
と
す
る
と
�
そ
れ
こ
そ
が
我
が
身
の
運
命
で
あ
�
た
の
で
あ
る
�
さ
ら

に
��
敗
戦
の
あ
と
�
あ
ま
り
も
み
じ
め
に
�
こ
の
死
者
の
情
緒
は
俗
化
し
は
じ

め
て
�
死
ん
だ
も
の
が
馬
鹿
を
み
た
の
だ
と
云
つ
た
�
�
喬
造
は
か
う
し
た
言

葉
に
烈
し
い
怒
り
を
持
つ
た
���
麗
し
き
脊
髄
�
別
冊
文
藝
春
秋
�
昭
22
・
６
��

こ
う
語
ら
せ
る
作
者
に�
反
戦
の
思
い
�と
い
う
便
利
な
用
語
は
も
と
も
と
な
か
�

た
�
作
者
は
戦
争
も
敗
戦
も
現
実
で
あ
り
�
そ
れ
を
冷
静
に
見
つ
め
て
�
人
生
を

生
き
て
き
た
の
で
あ
る
�
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
�
林
の
作
品
の
�
軍
歌
�

と
歌
謡
の
�
軍
歌
�
は
こ
の
思
想
に
沿
�
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
�
そ
し

て
�
そ
れ
は
唱
歌
に
ま
で
及
び
�
林
の
人
生
の
投
影
で
あ
�
た
の
で
あ
る
�

○
石
坂
洋
次
郎
�
明
33―

昭
61
�

石
坂
洋
次
郎
が
唱
歌
を
は
じ
め
歌
謡
曲
を
作
品
に
取
り
入
れ
�
創
作
の
モ
チ
�

フ
と
し
て
い
る
こ
と
は
既
述
し
た
�
紀
要
三
八
��
こ
こ
で
��
青
い
山
脈
��
昭

22
�
の
作
品
に
出
る
歌
を
補
足
す
る
�
女
学
校
で
宿
直
を
し
て
い
る
教
頭
の
も
と

に
妻
が
夕
食
の
弁
当
を
持
�
て
来
る
�
も
と
小
学
校
の
教
師
で
あ
�
た
妻
は
�
急

に
オ
ル
ガ
ン
を
弾
き
た
い
と
い
い
出
し
て
���
鉄
道
唱
歌
��
明
33
�
と
�
荒
城

の
月
��
明
34
�
を
鳴
ら
す
�

キ
マ
リ
き
�
た
曲
だ
け
し
か
弾
け
な
い
訳
で
す
が
�
そ
れ
で
も
本
人
は
十
分

に
楽
し
い
ん
で
す
な
�
�
青
い
月
の
光
が
窓
か
ら
さ
し
込
む
音
楽
室
で
�
オ

ル
ガ
ン
の
音
が
響
い
て
い
る
の
は
�
ま
こ
と
に
ロ
マ
ン
チ
�
ク
な
気
分
で
し

た
�
私
も
浮
か
れ
て
�
つ
い
老
妻
の
伴
奏
で
む
か
し
の
唱
歌
を
う
た
�
た
り

い
た
し
ま
し
て
ね
�

唱
歌
�
音
楽
�
の
楽
し
み
方
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
も
の
で
�
こ
れ
が
ご
く
自
然
な

形
で
な
さ
れ
て
い
る
��
人
間
は
ど
ん
な
環
境
の
中
で
も
楽
し
み
を
見
出
す
こ
と

が
必
要
�
と
説
い
て
い
る
よ
う
に
�
唱
歌
は
ど
こ
で
も
歌
わ
れ
て
�
よ
き
感
化
を

与
え
て
き
た
の
で
あ
る
�
こ
の
他
�
シ
�
�
ベ
ル
ト
の
�
菩
提
樹
��
明
42
��
西

条
八
十
の
�
純
情
二
重
奏
��
昭
14
�
が
歌
詞
を
付
し
て
歌
う
場
面
が
あ
る
�
ど

れ
も
こ
の
作
風
に
ふ
さ
わ
し
く
�
向
日
的
で
明
る
く
�
伸
び
や
か
な
雰
囲
気
を
漂

わ
せ
る
�
石
坂
作
品
に
引
用
す
る
歌
は
ど
れ
も
こ
の
よ
う
な
さ
さ
や
か
な
幸
福
感

が
流
れ
て
い
る
�
一
方
�
前
述
の
林
芙
美
子
の
場
合
は
そ
れ
と
逆
の
不
幸
感
が
あ

る
�
唱
歌
は
明
と
暗
そ
れ
ぞ
れ
の
中
で
歌
わ
れ
�
親
し
ま
れ
て
き
た
�
だ
か
ら
こ

そ
い
つ
ま
で
も
生
命
を
保
�
て
き
た
の
で
あ
る
�

○
岡　

潔
�
明
34―

昭
53
��
新
�

数
学
者
と
し
て
世
界
的
な
業
績
を
挙
げ
た
岡
潔
は
�
一
方
�
評
論
家
と
し
て

独
自
の
人
生
論
・
宗
教
論
・
教
育
論
を
説
い
た
�
数
多
い
一
連
の
著
作
に
�
唱
歌

を
題
材
に
し
て
日
本
人
の
生
き
方
や
情
操
の
養
い
方
を
世
人
に
訴
え
た
�
本
稿
で

176　　若井　勲夫
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は
�
こ
の
唱
歌
論
と
も
い
う
べ
き
評
論
の
内
容
を
六
項
目
に
分
類
し
て
�
岡
の
考

え
方
を
究
め
て
い
く
�
著
書
の
中
で
は
同
じ
趣
旨
の
繰
り
返
し
が
多
い
の
で
�
煩

を
避
け
て
�
そ
れ
ぞ
れ
の
項
目
ご
と
に
出
典
の
番
号
を
ま
と
め
て
記
入
す
る
に
止

め
る
�
こ
こ
で
�
参
照
し
た
著
作
を
発
行
年
順
に
記
す
�

①
�
春
宵
十
話
��
昭
38
�
②
�
風
蘭
��
昭
39
・
５
�
③
�
紫
の
火
花
��
昭

39
・
６
�
④
�
春
風
夏
雨
��
昭
40
�
⑤
�
月
影
��
昭
41
・
４
�
⑥
�
春
の
草―

私
の
生
い
立
ち
��
昭
41
・
10
�
⑦
�
春
の
雲
��
昭
42
�
⑧
�
心
の
対
話
�
林
房

雄
と
対
談
���
昭
43
・
３
・
29
�
⑨
�
一
葉
舟
��
昭
43
・
３
・
30
�
⑩
�
昭
和

へ
の
遺
書　

敗
る
る
も
ま
た
よ
き
国
へ
��
昭
43
・
６
�
⑪
�
日
本
民
族
��
昭
和

43
・
12
�
⑫
�
葦
牙
よ
萌
え
あ
が
れ
��
昭
44
・
１
�
⑬
�
曙
��
昭
44
・
６
�
⑭

�
神
々
の
花
園
��
昭
44
・
10
�―

以
上
�
七
年
間
�
十
四
冊
�

⑴
父
か
ら
教
え
ら
れ
た
新
体
詩
の
唱
歌
�
⑥
⑦
⑨
⑪
⑬
�

岡
は
子
供
の
こ
ろ
�
父
親
か
ら
子
守
唄
の
よ
う
に
し
て
軍
歌
を
歌
�
て
聞
か
さ

れ
た
�
軍
歌
と
い
�
て
も
後
述
す
る
よ
う
に
新
体
詩
の
歴
史
唱
歌
と
い
う
べ
き
も

の
で
�
軍
歌
の
は
し
り
と
も
な
�
た
も
の
で
あ
る
�
こ
れ
は
�
出
征
す
る
父
に
遠

慮
し
て
�
母
が
そ
の
席
を
譲
�
た
ん
だ
ろ
う
�
と
後
年
に
回
想
し
��
今
で
も
歌

う
と
涙
が
こ
ぼ
れ
る
�
ほ
ど
で
あ
る
�
そ
の
唱
歌
は
�
一
の
谷
熊
谷
直
実
��
明

23
�
と
�
小
楠
公
��
明
23
�
で
�
竹
内
節
編
�
新
体
詩
歌
�
の
そ
れ
ぞ
れ
第
一

集
�
明
15
��
第
四
集
�
明
16
�
に
収
め
ら
れ
て
い
る
�
作
詞
・
作
曲
者
は
不
詳

で
あ
る
�
前
者
の
原
題
は
�
熊
谷
直
実
暁
に
敦
盛
を
追
ふ
の
歌
�
で
�
歌
い
出
し

は
�
抑
も
熊
谷
直
実
は
�
征
夷
将
軍
頼
朝
公
の
御み

う

ち内
に
�
関
東
一
の
旗
頭
�
智
勇

兼
備
の
大
将
と
�
��
後
者
の
原
題
は
�
小
楠
公
を
詠
ず
る
の
詩
�
で
�
歌
い
出

し
は
�
嗚
呼
正
成
よ
正
成
よ
�
公
の
逝
去
の
こ
の
か
た
は
�
黒
雲
四
方
に
ふ
さ

が
り
て
�
月
日
も
為
に
光
り
な
く
�
�
で
�
そ
れ
ぞ
れ
長
大
な
詩
篇
を
成
し
て
い

る
�
な
お
�
後
者
は
楠
正
行
の
こ
と
を
歌
い
な
が
ら
そ
の
名
も
主
語
も
出
て
来

ず
�
国
語
ら
し
い
表
現
に
な
�
て
い
る
�

岡
は
こ
の
歌
詞
の
い
ろ
い
ろ
な
部
分
を
断
片
的
に
引
用
し
て
い
る
が
�
か
な
り

元
の
歌
詞
と
異
な
�
て
い
る
�
こ
こ
に
一
々
指
摘
し
な
い
が
�
確
か
め
て
書
い
た

の
で
は
な
く
�
他
の
作
家
と
同
じ
く
記
憶
に
よ
�
て
書
い
た
の
で
あ
ろ
う
�
こ
の

誤
解
の
仕
方
を
見
て
い
く
と
�
記
憶
が
長
い
時
間
の
流
れ
に
よ
�
て
�
一
部
分
が

薄
れ
�
そ
の
前
後
の
文
脈
が
合
う
よ
う
に
後
年
の
大
人
の
解
釈
や
合
理
的
な
判
断

が
入
り
�
そ
の
箇
所
と
し
て
は
意
味
が
通
じ
る
よ
う
に
字
句
が
変
化
�
変
形
し
て

い
�
て
い
る
こ
と
が
分
る
�
そ
れ
に
し
て
も
唱
歌
に
関
す
る
岡
の
記
憶
力
は
強
い

も
の
で
あ
る
�
こ
れ
に
つ
い
て
�
昭
和
三
年
生
れ
の
田
辺
聖
子
は
タ
ク
シ
�
で
岡

山
県
の
蒜
山
高
原
に
向
�
た
と
き
�
そ
の
会
社
が
�
院
庄
タ
ク
シ
�
�
で
あ
る
こ

と
か
ら
心
の
中
で
�
児
島
高
徳
��
大
３
�
の
唱
歌
を
歌
�
て
い
て
��
小
学
唱
歌

と
い
う
の
は
た
い
へ
ん
な
も
の
だ
�
五
十
す
ぎ
て
も
忘
れ
な
い
で
お
ぼ
え
て
い
る

の
だ
�
と
述
懐
し
て
い
る
��
女
ノ
幕
ノ
内
弁
当
�
昭
59
��
唱
歌
に
は
そ
れ
ほ
ど

記
憶
に
�
即
ち
�
心
に
残
る
価
値
が
あ
�
た
の
で
あ
る
�

さ
て
�
こ
の
二
つ
の
詩
は
�
撰
曲
唱
歌
集
�
第
二
集
�
明
23
�
に
作
曲
さ
れ
�

明
治
二
�
三
十
年
代
の
教
科
書
に
採
用
さ
れ
�
全
国
に
普
及
し
て
広
く
歌
わ
れ

た
�
新
体
詩
と
い
え
ば
�
外
山
正
一
編
の
�
新
体
詩
抄
��
明
15
�
よ
り
�
小
型

で
廉
価
な
�
新
体
詩
歌
�
第
一―

五
集
�
明
15
・
16
�
の
方
が
圧
倒
的
に
�
特
に

青
少
年
に
迎
え
ら
れ
た
�
本
誌
・
拙
稿
�
中
���
新
体
詩
は
一
般
に
長
詩
型
で
あ

り
�
ま
た
�
か
な
り
の
詩
が
作
曲
さ
れ
�
読
む
だ
け
で
な
く
歌
わ
れ
る
こ
と
に
よ

り
�
岡
の
故
郷
�
和
歌
山
県
の
山
村
に
ま
で
及
ん
だ
�
こ
の
二
編
の
唱
歌
は
軍
歌
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の
先
駆
と
い
え
る
が
�
そ
も
そ
も
軍
歌
と
唱
歌
と
は
明
確
な
区
別
が
あ
る
の
で
は

な
い
�
軍
歌
は
唱
歌
の
様
式
に
よ
�
て
�
楽
譜
に
よ
�
て
広
が
�
て
い
�
た
�
堀

内
敬
三
・
前
掲
書
��
こ
れ
を
今
�
仮
に
�
唱
歌
的
軍
歌
�
と
名
づ
け
る
と
�
そ

の
特
質
が
は
�
き
り
す
る
�
こ
の
�
唱
歌
的
軍
歌
�
は
�
措
辞
が
粗
笨
で
�
内
容

も
甚
だ
雑
駁
で
あ
�
た
が
�
新
し
い
歌
謡
文
学
と
し
て
歓
迎
さ
れ
��
流
行
し
て

い
�
た
の
で
あ
る
�
堀
内
敬
三
・
同
��
岡
の
幼
少
年
時
代
の
記
憶
の
重
大
な
基

底
に
こ
の
唱
歌
体
験
が
あ
�
た
�
そ
れ
は
父
母
�
故
郷
そ
の
も
の
で
あ
り
�
内
面

的
に
成
長
す
る
場
で
あ
�
た
�
唱
歌
は
た
だ
唱
歌
だ
け
が
あ
る
の
で
は
な
く
�
そ

の
根
底
に
家
庭
�
学
校
が
確
固
と
し
て
あ
り
�
人
と
し
て
の
形
成
を
な
さ
し
め
る

の
で
あ
る
�

⑵
連
想
に
よ
り
心
情
�
情
緒
を
育
む
唱
歌
�
②
③
⑤
⑥
⑨
⑪
⑫
⑬
�

岡
が
し
ば
し
ば
語
る
少
年
時
代
の
重
要
な
思
い
出
話
が
あ
る
�
小
学
校
五
年
生

の
こ
ろ
�
唱
歌
を
教
わ
�
た
女
の
先
生
�
木
村
ひ
で
�
高
瀬
正
仁
�
評
伝
岡
潔　

星
の
章
��
は
�
岡
を
大
変
か
わ
い
が
�
た
が
�
あ
る
時
�
授
業
時
間
に
同
級
生

の
後
に
つ
い
て
悪
ふ
ざ
け
を
し
た
�
そ
の
時
�
先
生
は
岡
の
顔
を
見
つ
め
��
お

前
も
で
す
か
�
と
涙
を
溜
め
て
悲
し
ん
だ
�
そ
の
目
が
ど
う
し
て
も
忘
れ
ら
れ

な
い
�
後
年
�
あ
る
女
性
と
会
う
こ
と
に
な
り
�
そ
の
名
前
が
�
古こ

む

ら村
�
で
あ
�

た
�
そ
の
時
�
岡
は
瞬
時
に
し
て
�
古
村
�
は
�
こ
そ
ん
�
と
読
め
る
こ
と
か

ら
�
昔
の
唱
歌
の
一
節
�
花
あ
り
月
あ
る
孤
村
の
夕
ゆ
ふ
べ

�
い
づ
こ
に
繋
が
ん
栗
毛
の

わ
が
駒
�
を
連
想
し
�
同
時
に
�
あ
の
時
の
�
女
の
唱
歌
の
先
生
�
の
涙
の
目
を

思
い
出
し
た
�
岡
は
こ
の
涙
の
目
の
印
象
�
涙
の
目
の
内
容
の
情
緒
が
自
分
自
身

の
道
義
を
つ
く
�
た
と
述
べ
る
�
岡
の
説
く
情
緒
論
は
こ
の
体
験
に
よ
り
形
づ
く

ら
れ
�
印
象
や
感
銘
は
脳
の
後
頂
葉
�
そ
の
内
容
た
る
情
緒
は
頭
頂
葉
で
蓄
え
ら

れ
る
と
す
る
�
唱
歌
を
仲
立
ち
に
し
て
�
脳
の
活
動
が
説
明
で
き
る
の
で
あ
る
�

な
お
�
こ
の
唱
歌
は
�
騎
馬
旅
行
��
明
29
�
で
��
新
編
教
育
唱
歌
集
�
第
八
集

�
明
29
�
に
所
収
�
作
詞
・
作
曲
者
は
不
明
で
あ
る
�
歌
い
出
し
は
�
肥
え
た
る

わ
が
馬
�
手
な
れ
し
わ
が
鞭
�
千
里
の
旅
行
も
�
お
も
へ
ば
や
す
し
�
で
�
二
行

置
い
て
�
当
該
の
句
で
結
ぶ
�
唱
歌
の
ほ
ん
の
短
い
句
が
こ
の
よ
う
に
し
か
る
べ

き
時
に
�
し
か
る
べ
き
者
に
�
一
瞬
に
し
て
蘇
り
�
再
生
す
る
と
は
唱
歌
に
限
ら

ず
�
韻
文
の
重
大
な
特
性
を
示
す
に
余
り
あ
る
佳
話
で
あ
る
�

次
に
�
岡
が
随
筆
集
を
書
き
始
め
よ
う
と
し
た
が
�
標
題
が
思
い
つ
か
な
い
�

そ
こ
に
人
が
訪
ね
て
き
て
�
共
に
庭
に
出
て
み
る
と
�
風
が
強
く
吹
い
て
き
た
�

こ
こ
で
突
然
��
紀
元
節
��
明
21
�
の
歌
詞
を
思
い
出
し
��
高
千
穂
�
の
関
連

か
ら
か
�
次
い
で
�
秋
風
や
霧
島
山
を
後
に
せ
ん
�
の
句
を
思
い
つ
い
た
�
こ
れ

に
よ
り
標
題
が
�
秋
風
�
と
決
�
た
�
新
し
い
発
見
と
着
想
を
求
め
�
苦
し
む
時

に
�
風
に
よ
�
て
刺
激
さ
れ
�
動
か
さ
れ
�
唱
歌
の
一
節
を
自
然
に
口
ず
さ
む
�

心
情
や
情
緒
の
は
た
ら
か
せ
方
の
見
本
と
い
う
べ
き
体
験
で
あ
る
��
荒
城
の
月
�

�
明
34
�
も
直
感
的
で
鋭
敏
な
印
象
を
与
え
�
情
緒
を
導
か
せ
�
育
む
�
高
野
山

で
講
演
し
た
後
�
ひ
と
り
で
林
間
の
小
道
を
歩
い
て
い
た
時
�
こ
の
歌
を
自
然
に

口
ず
さ
ん
だ
��
涙
が
急
に
と
め
ど
も
な
く
流
れ
落
ち
た
��
こ
こ
で
��
歴
史
の

そ
の
中
核
を
包
む
も
の
は
こ
の
美
し
い
心
情
の
流
れ
だ
と
思
う
�
�
こ
れ
を
欠

い
て
は
�
同
胞
愛
�
は
湧
く
も
の
で
な
い
�
と
思
い
至
り
��
詩
情
�
の
重
要
性

を
述
べ
る
�
ま
た
�
敗
戦
直
後
�
占
領
軍
が
日
本
歴
史
や
日
本
語
を
破
壊
し
�
文

部
省
も
そ
の
線
で
政
策
を
進
め
て
�
古
典
が
読
め
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
�
し
か

し
��
日
本
民
族
は
滅
び
な
い
�
と
確
信
し
�
こ
の
�
荒
城
の
月
�
第
三
節
を
引

用
す
る
�
こ
れ
も
情
緒
が
は
た
ら
き
�
思
考
に
及
ん
だ
例
で
あ
る
�
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�
ゐ
な
か
の
四
季
��
明
43
�
は
�
私
に
と
�
て
こ
れ
以
上
美
し
い
歌
は
な
い
�

の
で
あ
り
���
う
た
�
に
よ
�
て
頭
頂
葉
を
育
て
よ
う
と
思
え
ば
�
国
語
に
よ
�

て
こ
の
国
の
濃
や
か
な
情
緒
を
教
え
る
の
が
一
番
よ
い
�
と
し
て
�
こ
の
歌
詞

を
掲
げ
る
�
唱
歌
は
国
語
で
あ
り
�
そ
の
国
語
た
る
唱
歌
が
情
緒
で
あ
る
と
い
う

の
で
あ
る
�
ま
た
��
白
虎
隊
��
明
38
�
は
子
供
の
こ
ろ
�
こ
れ
を
歌
�
て
�
情

緒
を
育
て
て
く
れ
た
�
と
回
顧
す
る
�
音
楽
に
よ
る
情
操
教
育
と
い
う
こ
と
が
よ

く
い
わ
れ
る
が
�
岡
の
こ
の
体
験
で
十
分
そ
の
こ
と
を
証
し
て
い
よ
う
�
こ
の
連

想
の
は
た
ら
き
は
理
論
で
も
理
窟
で
も
な
く
�
次
の
よ
う
な
諧
謔
的
な
例
で
も
よ

い
�
戦
後
�
折
口
信
夫
が
�
大
和
撫
子
よ
�
精
神
的
な
恋
を
せ
よ
�
と
言
�
た
�

こ
れ
に
つ
い
て
岡
は
��
至
言
で
す
が
�
私
は
こ
の
言
葉
か
ら
は
�
次
の
唱
歌
を

連
想
せ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
�
と
し
て
�
童
謡
�
青
い
眼
の
人
形
��
大
10
�
の
歌

詞
を
あ
げ
���
私
は
言
葉
が
わ
か
ら
な
い
�
�
あ
な
た
が
た
に
よ
く
わ
か
る
よ
う

な
い
い
方
で
ご
説
明
し
ま
し
�
う
�
と
話
を
進
め
て
い
�
た
�
こ
の
当
意
即
妙
の

歌
の
句
の
使
い
方
も
や
は
り
情
緒
を
生
か
し
た
一
例
と
い
え
よ
う
�

⑶
生
き
る
姿
勢
�
考
え
る
態
度
を
教
え
る
唱
歌
�
①
④
⑤
⑥
⑦
⑨
⑩
⑬
�

�
四
条
畷
��
明
29
�
は
歌
う
た
び
に
岡
の
生
き
て
い
く
姿
勢
を
正
し
て
き
た
�

数
学
の
難
問
に
ぶ
つ
か
る
と
必
ず
歌
�
た
��
そ
う
す
る
と
電
光
が
ビ
リ
ビ
リ
�

ト
背
骨
を
走
る
�
そ
う
す
る
と
�
よ
し
や
�
て
や
ろ
う
と
い
う
気
に
な
る
�
�

そ
う
す
る
と
ほ
の
ぼ
の
と
面
白
く
な
る
��
こ
の
歌
い
出
し
は
�
吉
野
を
出
で
て
�

う
ち
向
ふ
�
飯
盛
山
の
松
風
に
�
�
で
あ
り
�
い
ざ
出
陣
�
出
発
し
て
行
動
し
よ

う
と
決
意
す
る
時
に
ぴ
�
た
り
で
あ
る
�
こ
の
歌
は
�
大
学
で
講
演
す
る
た
め
自

宅
を
出
る
前
�
ま
た
�
悪
い
も
の
を
見
つ
け
て
指
摘
す
る
だ
ん
に
な
る
と
��
ふ

と
口
を
つ
い
て
出
て
��
念
の
異
を
自
覚
し
���
い
や
な
心
は
す
ぐ
除
き
す
て
��

勇
気
が
湧
い
て
く
る
�
こ
れ
も
岡
に
よ
れ
ば
�
頭
頂
葉
に
光
が
つ
い
た
�
こ
と
に

な
り
�
唱
歌
の
意
外
な
作
用
を
示
し
て
い
る
�

�
高
い
山
��
明
25
�
も
思
わ
ぬ
効
果
を
発
揮
す
る
��
日
本
民
族
は
い
た
ず
ら

に
古
い
も
の
で
は
な
い
�
心
の
中
の
山
が
高
い
の
で
あ
る
�
と
考
察
す
る
契
機

に
な
�
た
�
ま
た
�
三
十
歳
前
後
に
フ
ラ
ン
ス
に
留
学
し
た
時
��
西
洋
文
化
が

�
高
い
山
か
ら
谷
底
見
れ
ば
�
瓜
や
茄
子
の
花
盛
り
�
と
見
え
た
�
と
�
そ
の
歌

詞
の
文
言
の
ま
ま
に
�
他
民
族
に
対
し
て
�
の
ん
で
か
か
る
と
い
う
一
手
�
を
思

い
つ
く
�
唱
歌
が
文
化
を
考
察
す
る
視
点
を
教
え
る
と
は
興
味
深
い
話
で
あ
る
�

ま
た
�
さ
ら
に
��
こ
こ
を
や
り
抜
く
�
本
当
に
真
剣
に
な
れ
ば
き
�
と
こ
こ
に

登
�
て
見
る
し
�
そ
う
す
れ
ば
ど
ん
な
こ
と
で
も
こ
う
見
え
て
し
ま
う
���
ち
�

ぽ
け
な
問
題
に
誇
大
な
名
前
を
付
け
て
い
る
人
達
の
言
う
こ
と
な
ど
�
呑
ん
で
か

か
ら
ざ
る
を
得
な
い
�
と
�
こ
の
歌
は
研
究
の
態
度
を
教
え
�
学
者
の
通
弊
を
批

判
す
る
ま
で
に
至
る
�
こ
れ
は
天
才
岡
潔
だ
か
ら
こ
そ
言
え
る
こ
と
で
あ
る
が
�

そ
れ
ほ
ど
の
人
物
に
ま
で
及
ぼ
す
唱
歌
の
力
の
重
さ
�
深
さ
を
思
い
知
る
べ
き
で

あ
る
��
紀
元
節
��
明
21
�
で
は
�
古
代
か
ら
変
ら
な
い
情
操
で
あ
り
��
思
い

き
�
て
大
き
く
想
像
の
羽
を
ひ
ろ
げ
れ
ば
�
日
本
民
族
は
一
万
年
く
ら
い
前
は
黄

河
の
上
流
に
位
置
し
���
そ
れ
か
ら
南
下
し
て
シ
ナ
本
土
に
は
い
ろ
う
と
す
る
が

妨
げ
ら
れ
�
山
か
ら
降
り
て
き
た
�
と
�
雲
に
そ
び
ゆ
る
高
千
穂
の
�
�
�
を
解

し
��
埴
安
の
海
と
い
え
ば
ペ
ル
シ
�
湾
の
よ
う
に
思
え
る
�
と
�
奇
想
天
外
な
�

独
特
の
見
解
を
披
露
す
る
�
そ
の
当
否
は
別
に
し
て
�
こ
れ
も
直
感
的
情
緒
に
よ

る
の
で
あ
ろ
う
�

旧
制
高
校
の
寮
歌
も
生
き
�
考
え
る
心
構
え
を
養
う
�
岡
は
�
感
激
に
よ
り

理
想
を
描
く
�
こ
と
を
説
き
�
そ
れ
に
は
寮
歌
を
歌
い
�
散
歩
す
る
の
が
よ
い
と
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す
る
�
三
高
寮
歌
�
紅
萌
ゆ
る
��
明
39
�
は
三
高
の
自
由
な
校
風
を
示
し
��
こ

れ
は
内
無
明
を
抑
圧
し
�
外
多
数
の
横
暴
に
屈
し
な
い
こ
と
で
あ
る
�
学
問
の
生

命
は
こ
の
意
味
の
真
の
自
由
に
あ
る
�
�
�
こ
れ
は
人
の
生
涯
を
通
じ
て
大
切
な

の
で
あ
る
�
だ
か
ら
こ
れ
が
学
校
教
育
の
精
神
�
だ
と
す
る
�
ま
た
�
一
高
寮
歌

�
春
爛
漫
の
��
明
34
�
の
第
三
節
�
そ
れ
濁
流
に
魚
住
ま
ず
�
秀
麗
の
地
に
健
児

あ
り
�
は
�
日
本
的
情
緒
を
端
的
に
い
い
あ
ら
わ
し
て
い
る
��
こ
の
歌
の
よ
う

に
�
大
学
の
研
究
室
は
��
世
間
を
持
ち
こ
む
な
�
と
い
う
こ
と
で
あ
�
て
�
こ

こ
は
だ
か
ら
空
気
が
澄
ん
で
い
る
�
こ
こ
か
ら
眺
め
て
い
る
と
�
世
の
さ
ま
ざ
ま

の
相
ま
で
は
わ
か
�
て
も
�
そ
の
に
ご
り
の
度
合
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
�
と
述
べ

る
�
寮
歌
は
か
く
な
る
精
神
世
界
を
歌
い
�
自
由
と
理
想
を
求
め
�
情
緒
�
真
情

を
培
い
�
高
め
て
い
く
も
の
な
の
で
あ
る
�
な
お
�
昭
和
三
十
五
年
�
岡
が
文
化

勲
章
を
受
章
し
た
後
�
三
高
の
同
窓
生
二
人
と
東
大
で
会
�
た
時
�
気
分
が
高
揚

し
て
�
愛
国
行
進
曲
��
昭
12
�
を
歌
�
た
と
い
う
�
高
瀬
正
仁
�
評
伝
岡
潔　

花
の
章
���
こ
れ
も
歌
の
与
え
る
作
用
を
示
し
て
い
る
�

⑷
日
本
人
の
心
情
�
生
き
方
を
教
え
る
唱
歌
�
⑤
⑪
⑬
⑭
�

岡
は
明
治
維
新
を
説
き
��
世
の
に
ご
り
は
頭
頂
葉
へ
た
ま
る
に
違
い
な
い
�

だ
か
ら
恐
ろ
し
い
�
今
度
�
注
�
戦
後
�
の
に
ご
り
は
明
治
維
新
の
と
は
違
う
�

と
述
べ
て
��
元
冦
��
明
25
�
の
�
四
百
余
州
を
挙
る
�
十
万
余
騎
の
敵
�
国

難
こ
こ
に
見
る
�
と
�
歌
詞
を
引
用
す
る
�
我
々
の
生
き
方
を
唱
歌
に
よ
�
て
示

し
�
警
告
し
た
�
次
に
�
学
生
へ
の
講
義
に
自
宅
を
出
る
時
�
昭
憲
皇
太
后
の
御

歌
�
金
剛
石
��
明
29
�
を
口
誦
ん
で
気
を
引
き
締
め
る
�
そ
こ
に
日
本
人
の
生

き
方
を
説
く
意
図
も
あ
ろ
う
が
�
時
に
�
こ
の
情
緒
の
高
さ
か
ら
出
る
意
識
�
を

見
つ
め
て
�
こ
の
御
歌
が
出
て
く
る
よ
う
で
あ
る
�
ま
た
�
歌
謡
曲
�
酒
は
涙
か

溜
息
か
��
昭
６
�
の
歌
詞
を
引
用
し
��
満
州
事
変
と
日
華
事
変
と
の
間
に
し
ば

ら
く
重
苦
し
い
平
和
の
日
々
が
続
い
た
�
こ
ろ
に
で
き
た
こ
の
歌
を
�
口
誦
む
と
�

今
で
も
そ
の
こ
ろ
の
ふ
ん
い
き
が
蘇
�
て
来
る
�
と
�
世
の
中
の
動
き
を
反
映
す

る
歌
と
し
て
位
置
づ
け
る
�
そ
し
て
�
現
在
も
�
日
本
民
族
は
ま
る
で
危
機
感
が

な
い
�
と
警
世
の
言
を
吐
く
�
な
お
��
岸
打
つ
波
も
さ
ら
さ
ら
と
�
日
も
ま
で

出
で
ぬ
磯
ぎ
は
に
�
は
�
小
学
唱
歌
�
と
注
記
が
あ
り
�こ
の
歌
を
思
い
出
し
て
�
明

治
の
初
頭
に
立
�
た
よ
う
な
つ
も
り
で
話
を
し
た
�
と
述
べ
る
�
厳
し
く
も
さ
わ

や
か
な
朝
ま
だ
暗
い
波
打
ち
際
に
一
日
の
始
り
�
即
ち
明
治
の
始
り
を
連
想
し
た

の
で
あ
ろ
う
�
言
葉
を
人
間
が
語
る
と
い
う
よ
り
�
内
面
に
あ
る
言
葉
が
逆
に
人

間
に
語
り
か
け
る
の
で
あ
る
�
た
だ
�
こ
の
詞
句
の
出
典
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

は
で
き
ず
�
小
学
唱
歌
で
は
な
く
�
岡
が
唱
歌
と
と
も
に
よ
く
覚
え
て
い
る
少
年

雑
誌
に
あ
�
た
詩
の
一
節
で
あ
�
た
か
も
し
れ
な
い
�

⑸
寮
歌
に
よ
る
校
風
の
比
較
�
⑤
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑬
�

岡
は
一
高
へ
行
こ
う
と
思
�
て
い
た
が
�
入
学
試
験
が
近
い
こ
ろ
に
な
�
て
�

自
分
に
合
わ
な
い
と
知
り
�
三
高
に
変
え
た
�
こ
の
学
校
の
違
い
を
寮
歌
を
比
べ

る
こ
と
に
よ
�
て
論
じ
て
い
る
�
こ
の
寮
歌
の
比
較
的
考
察
は
特
に
珍
し
い
も
の

で
は
な
い
が
�
岡
の
意
見
を
こ
こ
に
ま
と
め
て
お
く
�
三
高
寮
歌
�
紅
萌
ゆ
る
�

�
明
39
�
を
代
表
と
す
る
三
高
は
自
由
で
あ
り
�
歌
詞
の
通
り
�
春
が
来
れ
ば
花

を
見
�
秋
が
来
れ
ば
紅
葉
を
見
て
い
た
���
政
治
の
よ
う
な
も
の
は
ぜ
ん
ぜ
ん

相
手
と
し
な
い
で
�
行
き
た
い
と
こ
ろ
へ
行
く
�
見
た
い
も
の
を
見
る
�
生
活
で

あ
�
た
��
三
高
の
自
由
は
�
植
物
の
喜
び
で
あ
る
�
言
い
換
え
る
と
神
代
の
心

で
あ
る
��
そ
れ
に
対
し
て
�
一
高
寮
歌
�
あ
あ
玉
杯
��
明
35
�
を
代
表
と
す

る
一
高
は
自
治
で
��
動
物
の
犇
ひ
し
め

き
�
で
あ
る
�
五
高
寮
歌
�
武
夫
原
頭
に
��
明
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37
�
は
�
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
一
高
に
似
て
�
い
る
�
寮
歌
は
毎
年
�
紀
念
祭
に

校
内
の
各
寮
で
作
�
て
発
表
す
る
�
従
�
て
�
各
校
と
も
多
く
の
寮
歌
が
あ
�
た

わ
け
だ
が
�
今
に
な
�
て
も
残
り
�
歌
わ
れ
続
け
て
い
る
有
名
な
寮
歌
が
ま
さ
し

く
そ
れ
ぞ
れ
の
生
徒
に
影
響
を
与
え
�
校
風
を
形
成
し
て
き
た
�
生
徒
が
寮
歌
を

作
る
が
�
逆
に
�
そ
の
寮
歌
が
言
葉
に
内
在
し
�
作
用
す
る
力
に
よ
�
て
�
寮
生

を
作
り
�
教
え
導
く
こ
と
に
な
�
た
�
こ
れ
は
現
在
で
も
校
歌
に
つ
い
て
言
え
る

こ
と
で
あ
り
�
唱
歌
の
重
要
な
意
義
を
如
実
に
示
し
て
い
る
�

⑹
讃
美
歌
に
こ
も
る
生
命
�
④
⑨
�

岡
が
パ
リ
の
大
学
に
留
学
し
て
�
街
を
散
歩
し
て
い
た
時
�
ど
こ
か
ら
か
讃
美

歌
が
流
れ
て
き
た
�
そ
れ
は
�
讃
美
歌
�
一
七
四
�
明
36
�
で
�
第
一
節
�
天
つ

真
清
水
流
れ
来
て
�
あ
ま
ね
く
世
を
ぞ
濡
う
る
ほ

せ
る
�
を
引
用
す
る
�
こ
の
歌
は
後
に

な
�
て
も
印
象
と
し
て
残
り
��
冬
枯
れ
の
野
に
大
根
畑
を
見
れ
ば
�
あ
そ
こ
に

生
命
が
あ
る
と
す
ぐ
わ
か
る
�
と
��
生
命
の
緑
の
芽
�
を
持
つ
必
要
を
説
く
�

そ
の
時
の
引
用
が
や
は
り
同
じ
讃
美
歌
の
第
三
節
の
�
天
つ
真
清
水
受
け
ず
し
て

�
そ
そ
げ
い
の
ち
の
真
清
水
を
�
で
あ
る
�
岡
の
最
も
言
い
た
い
こ
と
は
情
緒
を

高
め
る
こ
と
で
あ
り
�
そ
れ
は
緑
の
真
清
水
で
あ
�
た
の
で
あ
る
�
な
お
�
小
学

校
の
国
語
読
本
の
文
章
に
つ
い
て
も
二
編
を
取
り
上
げ
�
風
景
の
美
し
さ
を
説
明

し
て
い
る
�
⑨
⑭
��

以
上
の
分
析
を
通
し
て
�
岡
潔
の
生
涯
の
根
源
に
唱
歌
が
あ
り
�
そ
の
こ
と
は

唱
歌
に
対
し
て
興
味
�
関
心
が
あ
�
た
と
い
う
表
面
的
で
軽
い
も
の
で
は
な
く
�

唱
歌
そ
の
も
の
が
教
え
�
育
み
�
生
か
し
め
て
き
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
�
こ
こ

で
�
ゲ
�
テ
の
小
説
に
出
て
く
る
歌
に
つ
い
て
の
見
解
を
引
用
し
て
お
く
�
理
想

郷
た
る
�
教
育
州
�
の
理
念
は
�
畏
敬
を
基
盤
に
し
て
宗
教
性
と
芸
術
が
重
ん
じ

ら
れ
て
い
る
�

わ
れ
わ
れ
の
と
こ
ろ
で
は
�
唱
歌
が
教
養
の
第
一
段
階
で
あ
る
�
他
の
す
べ

て
は
こ
れ
に
関
連
し
�
こ
れ
に
よ
�
て
仲
介
さ
れ
る
�
ご
く
単
純
な
楽
し
み

も
教
え
も
�
わ
れ
わ
れ
の
と
こ
ろ
で
は
唱
歌
に
よ
�
て
活
気
づ
け
ら
れ
�
心

に
き
ざ
み
つ
け
ら
れ
る
�
わ
れ
わ
れ
の
伝
え
る
信
仰
や
道
徳
で
さ
え
�
唱
歌

に
よ
�
て
伝
え
ら
れ
る
�
�
わ
れ
わ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
中
で
音
楽
を
教

育
の
基
本
に
選
ん
だ
�
音
楽
か
ら
あ
ら
ゆ
る
方
面
へ
な
め
ら
か
な
道
が
通
じ

て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
���
ヴ
�
ル
ヘ
ル
ム
・
マ
イ
ス
タ
�
の
遍
歴
時
代
�

第
二
巻
第
一
章
�
高
橋
健
二
編
訳
�
ゲ
�
テ
格
言
集
���

こ
の
�
唱
歌
��
原
語G

esang

�
は
�
歌
�
と
翻
訳
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
�
日

本
で
言
え
ば
学
校
唱
歌
に
相
当
す
る
だ
ろ
う
�
ゲ
�
テ
の
言
は
岡
の
場
合
だ
け
で

な
く
�
わ
が
国
の
唱
歌
教
育
史
上
に
お
い
て
も
そ
の
ま
ま
当
て
は
ま
る
こ
と
で
あ

る
�

○
井
上
靖
�
明
40―

平
３
�

井
上
靖
の
唱
歌
と
の
関
わ
り
が
自
伝
的
小
説
に
し
ば
し
ば
表
れ
て
い
る
こ
と
は

既
述
し
た
�
紀
要
四
〇
��
こ
こ
で
新
た
に
�
随
筆
�
月
の
光
��
昭
44
��
わ
が

母
の
記
�
昭
52
�
を
も
と
に
補
足
す
る
�
こ
の
作
品
は
幻
覚
が
き
た
母
の
�
崩
れ

て
ゆ
く
�
日
常
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
�
幻
覚
の
症
状
を
起
し
て
か
ら
�
お
と
な

し
く
静
か
な
何
日
か
を
過
し
た
�
母
は
歌
を
声
に
出
す
��
孝
女
白
菊
の
歌
��
明

21
�
と
�
石
童
丸
和
讃
��
明
22
�
の
冒
頭
の
一
節
を
�
口
ず
さ
み
�
す
ぐ
詰
ま

る
と
��
も
う
み
ん
な
忘
れ
て
し
ま
�
た
��
と
言
う
�
ま
た
��
ジ
�
ガ
タ
ラ
文
�

の
一
節
を
�
少
し
節
を
つ
け
て
歌
う
よ
う
に
言
�
た
���
可
哀
想
な
こ
と
ば
か

り
覚
え
て
い
る
�
の
は
�
悲
劇
的
な
も
の
の
方
が
心
の
中
に
沁
み
入
る
か
ら
で
あ
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る
�
喜
び
の
気
分
は
軽
く
遠
ざ
か
�
て
も
�
悲
し
み
の
心
は
深
く
沈
潜
す
る
�
前

二
者
の
歌
は
若
い
こ
ろ
�
永
遠
に
消
え
ぬ
悲
し
み
と
し
て
そ
の
心
に
刻
み
つ
け
た

も
の
�
で
あ
り
�
後
者
も
�
愛
別
離
苦
�
で
あ
り
��
母
の
郷
里
へ
帰
り
た
が
�

て
い
る
気
持
は
じ
�
が
た
ら
ふ
み
の
筆
者
の
持
つ
望
郷
の
念
の
切
な
さ
苦
し
さ

と
同
じ
�
と
井
上
は
考
え
る
�
幻
覚
に
と
ら
わ
れ
�
痴
呆
に
近
づ
い
て
も
心
に
正

し
く
蘇
る
の
は
唱
歌
で
あ
�
た
�
切
な
く
悲
し
く
も
�
し
か
し
何
か
救
わ
れ
る
よ

う
な
人
間
の
真
実
と
い
え
よ
う
��
い
ま
の
母
の
心
を
捉
え
て
い
る
も
の
は
こ
の

人
生
に
お
い
て
愛
別
離
苦
だ
け
に
な
�
て
し
ま
�
て
い
る
と
言
え
る
か
も
知
れ
な

い
�
と
い
う
�
人
生
の
終
末
に
生
き
る
人
間
の
最
後
の
は
な
む
け
と
し
て
唱
歌
の

価
値
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
�

�
付
�
○
新
見
南
吉
�
大
２―

昭
18
�

以
上
に
よ
り
明
治
以
前
�
明
治
時
代
に
生
れ
た
作
家
・
評
論
家
と
唱
歌
と
の

関
係
を
管
見
に
及
ぶ
範
囲
で
九
十
名
に
わ
た
�
て
述
べ
て
き
た
�
こ
こ
で
�
番
外

と
し
て
�
明
治
四
十
五
年
・
大
正
元
年
の
翌
年
生
れ
の
童
話
作
家
で
あ
る
新
美
南

吉
の
場
合
を
調
べ
よ
う
��
貧
乏
な
少
年
の
話
��
昭
17
�
で
�
家
の
貧
乏
に
劣
等

感
を
持
つ
少
年
が
言
葉
の
最
後
ま
で
は
�
き
り
も
の
が
言
え
ず
に
�
力
が
抜
け
て

し
ま
う
�
歌
を
歌
う
時
も
途
中
で
止
め
て
し
ま
�
て
わ
か
ら
な
く
な
る
�
そ
の
例

と
し
て
�
児
島
高
徳
��
大
３
�
を
歌
詞
に
節
を
つ
け
て
引
用
し
て
い
る
�
ま
た
�

�
ラ
ム
プ
の
夜
��
昭
26
�
は
�
学
芸
会
の
た
め
の
一
幕
劇
�
で
�
生
前
に
未
発
表

で
あ
�
た
��
春
に
な
�
た
ば
か
り
の
風
の
夜
�
に
��
春
が
来
た
��
明
43
�
を

静
か
に
口
ず
さ
む
場
面
が
あ
る
�
日
常
の
些
細
な
一
断
片
で
あ
る
が
�
そ
れ
こ
そ

が
こ
の
歌
の
日
々
の
生
活
に
溶
け
込
ん
で
い
る
こ
と
を
示
す
��
登
�
て
い
�
た

少
年
��
昭
11
�
は
や
は
り
生
前
に
未
発
表
�
学
芸
会
で
唱
歌
に
す
る
か
対
話
劇

に
す
る
か
を
決
め
る
唱
歌
の
授
業
風
景
が
あ
る
�
こ
の
よ
う
に
�
僅
か
で
は
あ
る

が
新
美
は
唱
歌
に
関
心
が
あ
�
た
�

�
正
し
�
う
ぼ
う
坊
と
ク
ロ
��
昭
６
�
は
サ
�
カ
ス
の
興
行
で
�
勇
敢
な
る
水
兵
��
明
28
�

の
ラ
�
パ
が
鳴
り
出
し
た
ら
�
正
坊
と
犬
の
ク
ロ
が
舞
台
に
出
て
い
く
進
発
の

�
楽
し
い
曲
�
で
あ
�
た
�
あ
る
時
�
腹
痛
を
起
し
た
ク
ロ
を
元
気
づ
け
る
た
め
�

怪
我
で
入
院
し
て
い
る
正
坊
を
呼
ん
で
�
こ
の
歌
を
歌
�
て
も
ら
い
�
よ
り
仲
良

く
な
る
�
や
が
て
サ
�
カ
ス
団
は
解
散
し
�
ク
ロ
は
町
の
動
物
園
に
飼
わ
れ
る
�

元
気
を
な
く
し
た
ク
ロ
を
励
ま
す
べ
く
�
正
坊
は
園
を
訪
ね
�
こ
の
歌
を
再
び

歌
�
て
回
復
さ
せ
る
と
い
う
物
語
で
あ
る
�
こ
こ
に
元
気
づ
け
発
奮
さ
せ
る
歌
の

特
性
が
表
れ
て
い
る
�
な
お
��
手
袋
を
買
ひ
に
��
昭
18
�
は
シ
�
�
ベ
ル
ト
の

�
子
守
唄
��
明
42
�
が
流
れ
�
母
と
子
の
愛
情
の
温
い
空
気
を
漂
わ
せ
て
い
る
�

ま
た
��
嘘
��
昭
16
�
で
は
�
国
語
読
本
を
授
業
中
に
読
む
風
景
が
出
て
く
る
�

宮
沢
賢
治
の
場
合
は
家
庭
で
あ
�
た
�
唱
歌
に
関
心
の
あ
る
者
は
読
本
に
も
同
じ

よ
う
に
心
を
用
い
て
い
る
�

童
話
作
家
は
童
心
主
義
を
求
め
る
あ
ま
り
�
往
々
に
し
て
�
童
謡
な
ら
ぬ
唱
歌

を
軽
視
す
る
傾
向
に
あ
る
�
し
か
し
�
新
美
の
場
合
�
ま
だ
年
が
若
く
�
作
品
も

そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
が
�
唱
歌
に
対
し
て
�
心
を
向
け
る
姿
勢
を
持
�
て
い
た
こ

と
は
十
分
に
言
え
る
こ
と
で
あ
る
�
大
正
初
め
に
生
れ
た
作
家
の
一
例
と
し
て
�

こ
こ
に
述
べ
て
お
く
�

三　

生
れ
年
一
覧
と
教
科
書
の
普
及
と
の
関
係

本
稿
は
平
成
八
年
度
か
ら
十
三
年
度
ま
で
六
編
�
紀
要
三
五―

四
〇
��
同

十
四
年
度
か
ら
十
六
年
度
ま
で
三
編
�
本
誌
三
〇
・
三
一
・
三
三
�
を
発
表
し
た
�
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こ
の
九
編
で
取
り
上
げ
た
作
家
・
評
論
家
等
は
九
十
名
で
�
そ
の
内
�
十
三
名
が

�
現
代
短
歌
分
類
辞
典
�
に
拠
�
た
歌
人
で
あ
る
�
大
正
時
代
の
新
見
南
吉
は
除

く
��
と
こ
ろ
が
�
連
載
の
形
で
執
筆
す
る
た
び
に
補
遺
が
重
な
り
�
当
初
の
予

想
以
上
に
分
量
が
増
大
し
て
い
�
た
�
そ
こ
で
作
者
名
を
生
れ
年
の
順
に
ま
と

め
て
一
覧
す
る
の
に
便
利
な
よ
う
に
掲
げ
る
�
ま
た
�
生
れ
年
に
よ
り
�
即
ち
幼

少
年
時
代
と
教
科
書
の
発
行
・
普
及
と
が
相
関
が
あ
る
か
ど
う
か
を
次
に
確
か
め

て
�
考
察
す
る
�

○
作
者
の
生
れ
年
一
覧

�
凡
例
�
⑴
明
治
以
降
�
一
年
に
複
数
名
が
あ
る
場
合
�
本
稿
の
執
筆
順
に
記

す
�
⑵
�
現
代
短
歌
分
類
辞
典
�
の
歌
人
に
は
括
弧
を
つ
け
る
�

天
保
12
年　

服
部
撫
松
�
嘉
永
３
年　

小
泉
八
雲
�
矢
野
龍
渓
�
４
年　

伊
沢
修

二
�
安
政
４
年　

大
和
田
建
樹
�
５
年　

植
村
正
久
�
６
年　

坪
内
逍
遙
�
文
久

４
年　

二
葉
亭
四
迷
�
慶
応
３
年　

石
橋
思
案
�
尾
崎
紅
葉
�
夏
目
漱
石
�

�
以
下
�
明
治
�
年
号
は
略
�

４
年　

国
木
田
独
歩
�
徳
田
秋
声
�
田
山
花
袋
�
５
年　

樋
口
一
葉
�
島
崎
藤
村
�

小
川
未
明
�
６
年　

与
謝
野
鉄
幹
�
７
年　

河
合
酔
名
�
８
年　

柳
田
国
男
�
９

年　

生
田
葵
山
�
金
子
薫
園
�
新
村
出
�

10
年　

�
窪
田
空
穂
��
11
年　

寺
田
寅
彦
�
12
年　

山
本
露
葉
�
16
年　

志
賀
直

哉
��
前
田
夕
暮
���
山
川
柳
子
���
熊
谷
武
雄
��
17
年　

長
谷
川
伸
�
18
年

中
勘
助
�
木
下
杢
太
郎
��
四
賀
光
子
��
19
年　

石
川
啄
木
�
萩
原
朔
太
郎
�
島

木
赤
彦
�
藤
村
操
�
谷
崎
潤
一
郎
�

20
年　

水
上
滝
太
郎
�
山
本
有
三
�
21
年　

加
藤
武
雄
�
22
年　

室
生
犀
星
�
内

田
百
閒
��
松
村
英
一
��
三
木
露
風
�
和
辻
哲
郎
�
23
年　

日
夏
耿
之
介
�
坪
田

譲
治
�
25
年　

西
条
八
十
�
千
葉
省
三
�
渋
沢
秀
雄
�
28
年　

森
銑
三
��
中
村

美
穂
��
川
上
澄
生
�
29
年　

宮
沢
賢
治
�

30
年　

�
潮
み
ど
り
��
31
年　

尾
崎
士
郎
�
井
伏
鱒
二
�
32
年　

川
端
康
成
�
尾

崎
一
雄
�
丸
山
薫
�
吉
野
せ
い
��
筏
井
嘉
一
��
33
年　

石
坂
洋
次
郎
�
壷
井
栄
�

34
年　

梶
井
基
次
郎
��
大
熊
長
次
郎
��
岡
潔
�
35
年　

富
沢
有
為
男
�
外
村
繁
�

上
林
暁
�
36
年　

林
芙
美
子
�
若
杉
慧
�
竹
山
道
雄
�
37
年　

木
山
捷
平
�
幸
田

文
�
38
年　

伊
藤
整
��
片
岡
恒
信
��
39
年　

岩
下
俊
作
��
木
俣
修
��

40
年　

中
原
中
也
�
湯
川
秀
樹
�
山
本
健
吉
�
井
上
靖
�
41
年　

東
山
魁
夷
�
42

年　

太
宰
治
�
大
岡
昇
平
�
43
年　

�
石
川
ま
き
子
��

こ
れ
を
通
覧
す
る
と
�
明
治
以
前
生
れ
が
十
一
名
�
明
治
元
年
か
ら
九
年

生
れ
が
十
二
名
�
以
下
�
十
年
代
が
十
六
名
�
二
十
年
代
が
十
八
名
�
三
十
年

代
が
二
十
五
名
�
四
十
年
代
が
八
名
と
�
年
を
追
�
て
増
加
し
て
お
り
�
こ
と

に
�
三
十
年
代
が
群
を
抜
い
て
い
る
こ
と
が
分
る
�
こ
れ
に
�
唱
歌
教
育
を
本

格
的
に
受
け
た
年
代
を
仮
に
十
歳
と
し
�
生
れ
年
に
十
年
を
加
え
る
と
�
明
治

三
�
四
十
年
代
の
小
学
校
教
育
の
影
響
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
�

で
は
�
唱
歌
の
教
科
書
の
発
行
の
様
子
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
��
二
十
二
�
三

年
頃
か
ら
�
各
種
の
音
楽
教
科
書
�
お
よ
び
唱
歌
集
が
出
版
さ
れ
る
よ
う
に
な
�

た
が
�
二
十
五
年
頃
を
境
に
し
て
そ
の
数
が
急
激
に
増
加
し
�
さ
ら
に
軍
歌
が
こ

れ
に
加
わ
�
た
の
で
�
唱
歌
軍
歌
が
入
り
乱
れ
て
無
差
別
に
歌
わ
れ
る
よ
う
に
な
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り
�
と
�
そ
の
盛
況
ぶ
り
を
示
し
て
い
る
��
日
本
教
科
書
大
系
・
唱
歌
���
確

か
に
明
治
二
十
五
年
か
ら
十
年
間
の
発
行
点
数
は
多
く
�
こ
の
影
響
を
受
け
て
家

庭
や
学
校
で
充
実
し
た
唱
歌
教
育
を
受
け
た
者
が
後
に
文
学
作
品
に
取
り
入
れ
る

こ
と
に
な
�
た
こ
と
も
理
解
さ
れ
る
�

か
く
し
て
�
明
治
四
十
年
に
小
学
校
令
の
一
部
が
改
正
さ
れ
�
唱
歌
が
は
�

き
り
と
必
修
科
目
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
�
同
四
十
三
年
�
文

部
省
編
集
の
�
尋
常
小
学
読
本
�
が
発
行
さ
れ
��
尋
常
小
学
読
本
�
中
の
韻
文

に
作
曲
し
た
も
の
が
集
め
ら
れ
�
最
初
の
�
文
部
省
唱
歌
�
と
な
�
た
�
続
い
て

四
十
四
年
か
ら
大
正
三
年
ま
で
に
�
尋
常
小
学
唱
歌
�
が
国
定
教
科
書
と
し
て
発

行
さ
れ
�
唱
歌
教
育
が
確
立
し
た
の
で
あ
る
�

四　

唱
歌
の
頻
度
数

唱
歌
を
小
説
や
随
筆
に
取
り
入
れ
る
場
合
�
唱
歌
一
般
に
つ
い
て
概
括
的
に
思

い
出
や
意
義
を
述
べ
る
場
合
と
�
個
々
の
歌
を
歌
�
た
り
�
回
想
し
�
意
義
を
具

体
的
に
述
べ
る
場
合
の
二
つ
が
あ
る
�
こ
こ
で
�
後
者
に
つ
い
て
�
作
者
が
ど
の

歌
を
ど
れ
く
ら
い
作
品
に
描
い
て
い
る
か
を
調
べ
る
こ
と
に
す
る
�
こ
の
方
針
と

し
て
�
次
の
原
則
を
立
て
る
�

⑴
数
に
算
入
す
る
唱
歌
は
学
校
唱
歌
を
中
心
に
�
旧
制
高
校
の
寮
歌
�
明
治
時
代

の
軍
歌
を
加
え
�
い
わ
ゆ
る
唱
歌
調
の
歌
に
限
る
�
童
謡
�
歌
謡
�
昭
和
時
代

の
軍
歌
は
省
略
す
る
�

⑵
一
人
の
作
者
が
何
度
も
そ
の
歌
に
つ
い
て
述
べ
て
い
て
も
一
回
と
す
る
�

⑶
個
々
の
歌
に
つ
い
て
詳
し
く
述
べ
る
一
方
�
歌
の
題
名
だ
け
を
目
録
の
よ
う
に

列
挙
し
て
い
る
場
合
�
後
者
は
省
略
す
る
�

こ
の
よ
う
に
し
て
見
て
い
く
と
�
取
り
上
げ
た
歌
は
一
六
二
曲
�
そ
の
う
ち
三
名

以
上
の
者
が
触
れ
て
い
る
も
の
は
四
十
二
曲
で
あ
�
た
�
こ
れ
は
全
体
の
約
四
分

の
一
で
あ
り
�
思
�
た
ほ
ど
一
つ
の
歌
に
集
中
し
な
か
�
た
�
と
い
う
こ
と
は
�

そ
れ
ぞ
れ
の
作
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
人
生
の
中
で
個
々
の
歌
に
つ
い
て
体
験
し
�
抒

情
を
駆
き
立
て
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
�
そ
し
て
�
そ
の
中
で
�
共
通
の
感
覚
で

受
け
止
め
る
日
本
的
な
心
情
の
歌
が
四
分
の
一
で
�
そ
れ
が
日
本
人
と
し
て
の
感

性
の
核
を
成
し
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
�
で
は
�
次
に
三
名
以
上
の

者
が
挙
げ
た
歌
を
年
ご
と
に
ま
と
め
て
示
す
�
明
治
年
号
は
初
め
に
だ
け
記
し
�

歌
の
下
の
番
号
は
人
数
で
あ
る
�

明
治
11
年　

風
車
�
３
��
13
年　

君
が
代
�
９
��
15
年　

蝶
々
�
４
��
春
の

や
よ
ひ
�
３
��
螢
の
光
�
16
��
16
年　

霞
か
雲
か
�
６
��
17
年　

仰
げ
ば
尊

し
�
７
��
才
女
�
３
��
寧
楽
の
都
�
４
��
庭
の
千
草
�
４
��
18
年　

抜
刀
隊

の
歌
�
３
��

20
年　

金
剛
石
�
５
��
21
年　

紀
元
節
�
４
��
孝
女
白
菊
の
歌
�
４
��
故
郷

の
空
�
４
��
22
年　

埴
生
の
宿
�
７
��
25
年　

元
冦
�
４
��
高
い
山
�
４
��

26
年　

天
長
節
�
４
��
豊
島
の
戦
�
３
��
雪
の
進
軍
�
５
��

30
年　

軍
艦
行
進
曲
�
６
��
32
年　

桜
井
の
訣
別
�
８
��
33
年　

キ
ン
タ
ロ
ウ

�
３
��
鉄
道
唱
歌
�
10
��
34
年　

う
さ
ぎ
と
か
め
�
８
��
荒
城
の
月
�
14
��

箱
根
八
里
�
３
��
春
爛
漫
の
�
４
��
35
年　

あ
あ
玉
杯
�
５
��
38
年　

美
し

き
天
然
�
３
��
戦
友
�
４
��
39
年　

紅
萌
ゆ
る
�
３
��

42
年　

野
な
か
の
薔
薇
�
３
��
菩
提
樹
�
３
��
43
年　

鎌
倉
�
３
��
水
師
営

の
会
見
�
４
��
わ
れ
は
海
の
子
�
３
��
ゐ
な
か
の
四
季
�
３
��
44
年　

か
た
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つ
む
り
�
３
��

大
正
元
年　

広
瀬
中
佐
�
４
��
３
年　

朧
月
夜
�
３
��

こ
れ
を
通
覧
す
る
と
�
内
容
の
点
で
は
�
国
家
�
歴
史
・
地
理
�
自
然
・
季
節
�

故
郷
・
学
校
と
三
つ
の
分
野
に
加
え
�
軍
歌
�
寮
歌
�
童
謡
的
な
歌
が
含
ま
れ
�

わ
が
国
民
性
の
特
質
が
よ
く
表
れ
て
い
る
�
ま
た
�
年
代
別
に
み
る
と
�
明
治
十

年
代
が
十
�
二
十
年
代
が
十
�
三
十
年
代
が
十
二
�
四
十
年
代
が
七
�
大
正
時
代

が
二
と
�
満
遍
な
く
分
布
す
る
�
し
か
し
�
よ
く
見
る
と
�
明
治
十
年
代
は
�
小

学
唱
歌
集
��
初
・
第
二
・
第
三
編
�
が
八
曲
も
あ
り
�
こ
の
与
え
る
精
神
的
感

化
の
深
さ
が
改
め
て
認
識
さ
れ
る
�
ま
た
�
前
述
の
通
り
�
唱
歌
教
科
書
の
発
行

が
増
え
�
頂
点
に
達
し
た
二
十
五
年
か
ら
十
年
間
が
十
三
曲
で
�
三
割
を
占
め
て

い
る
�
こ
れ
を
作
者
の
生
れ
年
が
二
�
三
十
年
代
に
特
に
多
か
�
た
こ
と
を
考
え

合
せ
る
と
�
明
治
二
十
年
代
半
ば
か
ら
三
十
年
代
に
お
け
る
唱
歌
教
育
の
充
実
と

発
展
の
様
相
が
見
て
取
れ
る
の
で
あ
る
�
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― the third volume―

Isao WAKAI

Abstruct
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・nursery rhymes in the history of literature
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