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旨

本
誌
第
四
十
号
（
平
成
二
十
一
年
三
月
）
で
わ
ら
べ
歌
の
二
編
（「
か
ご
め

か
ご
め
」「
通
り
ゃ
ん
せ
」）
を
取
上
げ
、
国
語
学
・
国
文
学
の
研
究
に
基
づ

き
、
起
源
の
形
か
ら
歌
詞
が
変
化
し
て
い
く
過
程
を
跡
づ
け
な
が
ら
、
歌
詞

の
言
葉
と
表
現
を
言
語
主
体
の
意
識
や
感
覚
を
中
心
に
精
し
く
分
析
し
、
一

語
、
一
句
ご
と
に
解
釈
を
施
し
、
主
題
を
明
ら
か
に
し
た
。
本
稿
は
こ
れ
に

引
続
い
て
、
わ
ら
べ
歌
の
「
ず
い
ず
い
ず
っ
こ
ろ
ば
し
」
を
考
究
す
る
。

こ
の
歌
は
江
戸
時
代
の
文
献
に
は
見
ら
れ
ず
、
明
治
十
六
年
の
綿
絵
風
の

お
も
ち
ゃ
絵
が
初
出
で
あ
り
、二
、三
十
年
の
歌
謡
集
に
見
ら
れ
る
。
内
容
に

つ
い
て
は
従
来
、
意
味
が
は
っ
き
り
せ
ず
、
明
確
な
説
明
が
さ
れ
な
か
っ
た
。

通
説
と
し
て
は
江
戸
時
代
の
お
茶
壷
道
中
に
よ
る
と
さ
れ
る
が
、
こ
れ
に
は

何
の
根
拠
も
な
く
、
歌
詞
の
一
部
を
そ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
そ
の
歌
の
部

分
的
な
解
釈
が
で
き
る
と
い
う
程
度
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
他
に
、
意
味
不
明

説
、
不
可
解
な
点
に
意
味
を
認
め
る
説
、
ま
た
、
解
釈
そ
の
も
の
を
否
定
す

る
説
な
ど
が
あ
り
、
そ
れ
以
上
に
進
ま
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
近
世
近
代
の

歌
謡
研
究
家
の
西
沢
爽
氏
が
「
ず
っ
こ
ろ
ば
し
」
と
「
胡
麻
味
噌
」
を
近
世

語
か
ら
の
転
訛
と
し
て
解
釈
を
試
み
、
大
体
の
全
体
像
が
初
め
て
明
ら
か
に

な
っ
た
。

本
稿
は
こ
の
西
沢
説
に
よ
り
な
が
ら
、
近
世
語
の
用
例
や
関
連
語
を
挙
げ

て
右
の
二
語
の
語
釈
を
補
い
、「
抜
け
た
ら
」
そ
の
他
に
つ
い
て
新
し
い
解
釈

を
提
示
し
、全
体
の
展
開
と
構
成
を
矛
盾
す
る
こ
と
な
く
、整
合
的
に
明
ら
か

に
し
得
た
。
さ
ら
に
、
元
の
歌
詞
が
転
訛
し
て
い
く
過
程
を
追
い
、
異
な
っ

た
語
句
の
解
釈
か
ら
逆
に
元
歌
の
語
釈
を
究
め
、
ま
た
、
多
く
の
類
歌
の
表

現
を
分
析
し
、そ
こ
に
共
通
す
る
意
味
や
言
語
主
体
の
発
想
と
意
識
を
探
り
、

こ
の
歌
を
初
め
て
総
合
的
に
解
明
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
研
究
の
態
度
と
し

て
は
、
先
入
観
に
と
ら
わ
れ
ず
、
独
断
や
こ
じ
つ
け
に
陥
ら
ず
、
ま
た
、
興
味

本
位
や
卑
俗
に
流
れ
ず
、
あ
く
ま
で
学
問
的
に
語
釈
、
評
釈
し
、
考
証
す
る

こ
と
を
心
懸
け
た
。
わ
ら
べ
歌
は
子
供
の
素
朴
、
純
真
な
童
心
だ
け
を
歌
う

も
の
で
は
な
く
、
特
に
意
識
し
な
く
て
も
、
そ
の
底
に
は
善
悪
、
明
暗
、
清

濁
の
入
り
混
っ
た
心
を
表
す
も
の
で
あ
る
。

キ
ー
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ド
： 

わ
ら
べ
歌
、
ず
い
ず
い
ず
っ
こ
ろ
ば
し
、
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七　
「
ず
い
ず
い
ず
っ
こ
ろ
ば
し
」

（
1
）
起
源
と
成
立

わ
ら
べ
歌
「
ず
い
ず
い
ず
っ
こ
ろ
ば
し
」
の
文
献
上
の
初
出
は
、
明
治
十
六
年

に
「
錦
絵
一
枚
摺
の
お
も
ち
ゃ
絵
資
料
」
と
し
て
板
行
さ
れ
た
『
し
ん
板
（
引
用

者
注
、
新
版
の
こ
と
）
子
供
哥
づ
く
し
』（
歌
川
芳
藤
画
）
で
あ
る
。
五
曲
の
童

歌
の
歌
詞
を
四
十
二
コ
マ
に
分
け
て
絵
を
付
す
。
そ
の
一
首
目
が
こ
の
歌
で
、
六

コ
マ
に
漫
画
風
の
絵
が
描
か
れ
て
い
る
（
小
野
恭
靖
『
絵
の
語
る
歌
謡
史
』）。
ま

た
、同
十
八
年
の
『
新
板
子
供
哥
づ
く
し
』
に
も
載
せ
ら
れ
て
い
る
（
同
）。
続
い

て
、
同
年
に
岡
本
昆
石
が
『
古
今
百
風　

吾
妻
余な

ご
り波
』
を
著
し
、
歌
詞
は
な
い
が

指
遊
び
の
絵
を
描
い
て
い
る
。
岡
本
は
同
二
十
六
年
、『
あ
づ
ま
流
行　

時
代
子

供
う
た
』
も
刊
行
し
、
こ
こ
に
、
右
の
お
も
ち
ゃ
絵
と
同
じ
く
、
現
在
通
用
し
て

い
る
も
の
と
は
語
句
が
一
部
違
い
、
ま
た
短
い
が
、
ま
と
ま
っ
た
歌
詞
を
記
録
し

て
い
る
。
本
書
は
「
幕
末
期
の
童
唄
、
童
言
葉
二
四
三
編
を
収
録
」
し
た
も
の
で

（『
近
世
童
謡
童
遊
集
』）、
編
者
は
嘉
永
五
年
生
れ
、
後
者
の
刊
行
時
は
四
十
二
歳

で
あ
っ
た
。
次
に
、
江
戸
後
期
の
儒
者
、
大
田
錦
城
の
曾
孫
で
あ
る
大
田
才
次
郎

編
『
日
本
全
国
児
童
遊
戯
法
』（
同
三
十
四
年
刊
）
で
、歌
詞
は
や
は
り
少
し
異
な

る
が
、
東
京
と
伊
勢
の
歌
詞
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
明
治
二
年
生
れ
で
文

部
編
修
官
で
あ
っ
た
平ひ

ら
い
で出
鏗こ
う

次じ
ろ
う郎
編
『
東
京
風
俗
志
』
下
（
同
三
十
五
年
刊
）
に

も
収
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
江
戸
時
代
の
文
献
で
は
行
智
編
『
童
謡
集
（
童

謡
古
謡
）』（
文
政
三
年
）
を
は
じ
め
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
以
上
の
こ
と
か

ら
、
こ
の
歌
は
江
戸
末
期
か
ら
明
治
前
期
に
東
京
で
作
ら
れ
、
中
期
に
広
く
流
行

し
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

（
2
）
解
釈
の
通
説
と
無
意
味
説

こ
の
歌
詞
に
つ
い
て
、
従
来
必
ず
し
も
う
ま
く
説
明
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
一

般
的
な
通
説
で
は
、
お
茶
壷
道
中
に
結
び
つ
け
て
説
か
れ
る
。
代
表
的
な
も
の
と

し
て
、
浅
野
建
二
は
「
宇
治
で
と
れ
た
新
茶
を
御
茶
壷
に
つ
め
て
将
軍
家
に
献
上

す
る
た
め
に
東
海
道
を
下
向
す
る
」
と
き
、「
子
供
た
ち
が
…
驚
き
あ
わ
て
て
逃
げ

る
様
を
言
っ
た
も
の
と
し
て
解
さ
れ
る
」
と
言
う
（『
新
講
わ
ら
べ
唄
風
土
記
』）。

こ
の
説
は
広
く
信
じ
ら
れ
、
初
夏
の
八
十
八
夜
に
早
摘
み
し
た
新
茶
を
献
上
す
る

行
事
が
「
…
と
童
謡
に
歌
わ
れ
た
江
戸
時
代
の
茶
壷
道
中
を
再
現
す
る
昭
和
新
版

『
第
十
七
回
お
茶
壷
道
中
』
が
二
日
、京
都
市
東
山
区
の
祇
園
一
帯
で
繰
り
広
げ
ら

れ
た
」（
京
都
新
聞
、
平
成
元
年
五
月
三
日
）
と
、
毎
年
の
よ
う
に
親
し
ま
れ
て
い

る
。
ま
た
、
宇
治
の
御
物
茶
師
の
老
舗
で
は
こ
の
歌
に
絡
め
て
道
中
の
説
明
を
す

る
。
こ
の
通
説
を
も
と
に
し
た
解
釈
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
道
中
の
警
護
が
厳
し

い
の
で
、
子
供
や
家
人
が
あ
わ
て
て
家
の
中
に
駆
け
込
み
、
隠
れ
て
い
た
が
、
一

行
が
通
り
抜
け
て
ほ
っ
と
安
心
し
た
、
こ
の
騒
ぎ
に
、
俵
か
ら
米
を
取
り
出
し
、

食
べ
て
い
た
鼠
が
驚
い
て
チ
ュ
ウ
と
鳴
い
た
、
喉
が
か
わ
い
た
子
供
達
が
井
戸
に

集
り
、
争
っ
て
水
を
飲
ん
だ
の
で
お
茶
碗
を
割
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
も
の
で

あ
る
。
こ
の
解
釈
は
歌
詞
の
順
を
追
っ
て
、
一
つ
の
物
語
と
し
て
創
作
し
た
よ
う

な
印
象
を
受
け
る
。
こ
れ
と
は
別
に
、
歌
詞
の
語
句
に
基
づ
い
て
解
釈
す
る
試
み

も
あ
る
。
平
岡
正
明
は
猪
野
建
治
か
ら
考
え
を
得
た
と
し
て
次
の
通
り
説
明
す
る

（『
大
歌
謡
論
』）。

（
お
茶
壷
道
中
の
）供
先
の
士
が
道
で
遊
ん
で
い
る
子
ど
も
を
ズ
イ
ズ
イ
ズ
ッ

コ
ロ
バ
ス
の
を
お
そ
れ
て
、
人
々
は
茶
壷
に
追
わ
れ
て
戸
を
（
引
用
者
注
、
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ト
ッ
も
掛
け
る
か
）
ピ
ッ
シ
ャ
ン
と
閉
め
て
行
列
が
通
り
過
ぎ
る
ま
で
家
の

中
に
入
っ
た
。
ゴ
マ
ミ
ソ
ズ
イ
と
い
う
の
は
、
人
間
で
も
な
い
の
に
茶
壷
が

威
張
り
か
え
っ
て
通
り
す
ぎ
る
こ
と
へ
の
比
喩
で
、
通
り
す
ぎ
た
ら
ド
ン
ド

ン
や
ろ
う
、
童
謡
の
か
た
ち
を
借
り
た
民
衆
の
怒
り
だ
と
の
こ
と
、
こ
れ
で

解
け
た
。

語
句
を
一
応
な
ぞ
っ
て
は
い
る
だ
け
で
、
基
本
的
に
は
通
説
と
変
り
は
な
い
。

こ
の
考
え
方
と
先
入
観
は
現
在
に
至
る
ま
で
牢
乎
と
し
て
あ
り
、
平
成
十
九
年
一

月
、
文
化
庁
と
日
本
Ｐ
Ｔ
Ａ
全
国
協
議
会
が
公
募
に
よ
っ
て
「
心
に
残
る
日
本
の

歌
一
〇
一
選
」
を
選
定
し
た
中
に
、
こ
の
歌
が
入
れ
ら
れ
た
。
長お

さ
だ田
暁
二
は
こ
れ

と
同
名
の
解
説
書
で
、
通
説
に
よ
っ
て
説
明
し
、「
そ
の
と
き
の
気
持
ち
を
ユ
ー
モ

ラ
ス
に
歌
い
合
っ
た
の
が
、
こ
の
わ
ら
べ
唄
」
と
す
る
。

し
か
し
一
方
、
こ
の
歌
は
意
味
不
明
と
さ
れ
る
こ
と
も
多
く
、
上か

み

笙
一
郎
は
早

く
に
次
の
通
り
述
べ
て
い
た
（『
童
謡
の
ふ
る
さ
と
』
上
）。「
お
茶
壷
道
中
説
も
…

意
味
や
解
釈
に
と
ら
わ
れ
す
ぎ
て
い
る
…
起
源
も
お
も
し
ろ
さ
も
、
じ
つ
は
、
こ

の
唄
が
、
解
釈
可
能
な
意
味
を
ま
っ
た
く
持
た
ぬ
も
の
で
あ
る
と
い
う
、
ま
さ
に

そ
の
点
に
あ
っ
た
」。「
一
貫
し
た
意
味
な
ん
か
、
は
じ
め
か
ら
な
か
っ
た
…
…
何

か
の
擬
音
め
い
た
こ
と
ば
の
お
も
し
ろ
さ
と
、
そ
れ
が
軽
快
な
リ
ズ
ム
で
は
こ
ば

れ
て
い
く
た
の
し
さ
と
が
す
べ
て
」「
こ
の
唄
ほ
ど
ナ
ン
セ
ン
ス
に
徹
し
、
し
か

も
底
ぬ
け
に
健
康
で
明
る
い
も
の
は
な
い
」。
と
は
云
え
、
伝
播
し
、
時
代
が
流
れ

る
に
従
っ
て
意
味
が
分
ら
な
く
な
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
歌
が
発
生
し
た
当

初
は
十
分
に
本
来
の
意
味
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
さ
ら
に
、
同
種
の
捉
え
方

と
し
て
、
金
田
一
春
彦
は
「
支
離
滅
裂
、
何
を
言
い
た
い
の
か
さ
っ
ぱ
り
わ
か
ら

な
い
。
…
…
そ
れ
（
お
茶
壷
道
中
）
を
歌
っ
た
も
の
だ
っ
た
と
言
う
が
、
今
の
歌

か
ら
は
そ
の
様
子
は
想
像
し
に
く
い
」（『
童
謡
・
唱
歌
の
世
界
』）
と
述
べ
、
尾

原
昭
夫
は
「
歌
の
意
味
は
い
ろ
い
ろ
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
よ
く
わ
か
っ
て
い
ま

せ
ん
」（『
日
本
の
わ
ら
べ
う
た
室
内
遊
戯
歌
編
』）
と
し
て
い
る
。
ま
た
、松
永
伍

一
は
「
シ
ュ
ー
ル
・
リ
ア
リ
ズ
ム
（
引
用
者
注
、
超
現
実
主
義
）
の
詩
を
前
に
し

た
と
き
の
一
種
の
難
解
さ
に
似
て
い
る
。
…
日
本
で
は
そ
の
初
発
の
芽
が
無
心
に

遊
ぶ
子
供
た
ち
の
わ
ら
べ
う
た
、
す
な
わ
ち
『
無
心
所
着
の
う
た
』
を
土
壌
に
し

て
息
づ
い
て
い
た
」
と
説
く
（『
う
た
の
慰
め
』。
ま
た
、
同
じ
趣
旨
が
『
定
本
う

た
の
思
想
』
に
も
あ
る
）。
こ
こ
で
い
う
「
無
心
所し

ょ

著じ
ゃ
くの
歌
」
は
萬
葉
集
の
巻
十
六

（
三
八
三
八
）
に
収
め
ら
れ
、「
心
の
著
く
所
無
き
歌
」
で
、「
相
互
に
無
関
係
の
語

を
く
っ
つ
け
て
詠
み
込
み
わ
ざ
と
意
味
が
わ
か
ら
な
い
よ
う
に
作
っ
た
歌
」
と
さ

れ
る
（『
日
本
古
典
文
学
全
集　

萬
葉
集
』）。
松
永
の
説
明
で
は
「
う
た
の
一
句
ご

と
に
別
々
の
…
こ
と
を
言
い
、
全
体
と
し
て
意
味
を
な
さ
ぬ
う
た
」
で
、「
無
心
の

状
態
が
必
然
的
に
生
み
出
す
シ
ャ
ー
マ
ン
の
呪
文
の
類
に
似
て
い
は
し
な
い
か
。

出
ま
か
せ
と
言
っ
て
も
よ
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
無
理
に
理
窟
を
こ

じ
つ
け
た
よ
う
な
意
見
で
、
や
や
無
責
任
で
あ
る
。
佐
佐
木
幸
綱
も
同
じ
よ
う
な

観
点
か
ら
次
の
通
り
言
う
（『
現
代
詩
手
帖
』
昭
和
四
十
九
年
八
月
）。「
意
味
を
と

る
こ
と
は
む
つ
か
し
い
。
…
指
突
き
の
擬
態
語
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
、
そ
し
て
何
や
ら

父
母
か
ら
独
立
し
よ
う
と
す
る
子
供
た
ち
の
秘
密
結
社
的
な
結
束
の
ム
ー
ド
な
ど

と
言
っ
て
も
は
じ
ま
る
ま
い
。
…
子
供
は
、
反
意
味
的
歌
詞
を
呪
文
の
よ
う
に
う

た
い
つ
つ
自
ら
の
遊
び
を
遊
ぶ
。
う
た
う
こ
と
で
自
己
に
没
入
す
る
。
そ
の
た
め

の
歌
な
の
だ
」。
結
局
、
お
茶
壷
道
中
に
起
源
を
求
め
る
説
と
、
そ
れ
を
否
定
、
ま

た
は
放
棄
し
て
、
意
味
不
明
の
と
こ
ろ
に
意
味
を
認
め
よ
う
と
す
る
説
が
あ
る
こ

と
に
な
る
。
前
者
が
広
く
受
入
れ
ら
れ
て
い
る
通
説
で
あ
る
が
、
後
者
も
ま
た
一
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つ
の
通
説
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
。

（
3
）
通
説
へ
の
疑
問
と
反
対
説

以
上
の
通
り
、
こ
の
歌
の
歌
詞
に
つ
い
て
は
従
来
、
十
分
に
解
明
で
き
て
い
な

か
っ
た
。
お
茶
壷
道
中
に
起
源
を
求
め
る
考
え
方
も
説
得
的
と
は
い
え
ず
、
素
朴

な
疑
問
が
湧
い
て
く
る
。

①　

わ
ら
べ
歌
は
冒
頭
の
歌
い
出
し
が
肝
腎
で
、
こ
れ
が
歌
の
基
調
を
提
示
し
、

全
体
の
雰
囲
気
、
情
調
を
醸
し
出
し
て
包
み
込
む
。
し
か
も
、
こ
れ
が
歌
の
場

の
基
底
を
な
し
て
、
展
開
し
、
関
わ
り
、
い
わ
ば
囃
し
言
葉
の
役
割
も
果
し
て

い
る
。
し
か
し
、
こ
の
歌
い
出
し
は
道
中
の
様
子
や
そ
れ
に
対
す
る
子
供
の
反

応
や
動
き
に
全
く
結
び
つ
い
て
い
な
い
。
道
中
説
で
こ
の
冒
頭
句
に
つ
い
て
説

明
し
た
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

②　

お
茶
壷
道
中
は
江
戸
時
代
前
期
に
制
度
化
さ
れ
た
が
、
こ
の
歌
は
江
戸
期
の

文
献
に
は
記
録
さ
れ
て
い
な
い
。道
中
に
結
び
つ
け
る
根
拠
は「
茶
壷
に
追
わ
れ

て
」
の
一
句
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
、
厳
重
で
傲
慢
な
振
舞
が
あ
っ
た
と
い
う

道
中
を
避
け
て
逃
げ
よ
う
と
す
る
動
作
が
「
茶
壷
に
追
わ
れ
て
」
と
い
う
表
現

と
必
ず
し
も
ぴ
っ
た
り
し
な
い
。
こ
こ
は
も
と
「
烏
坊
（
か
ら
す
べ
）
に
追
わ

れ
て
」
で
あ
り
、「
茶
壷
」
は
後
の
変
化
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
道
中
に
由

来
を
求
め
る
説
は
成
り
立
た
な
い
。
さ
ら
に
、「
茶
壷
」
で
あ
っ
て
「
お
茶
壷
」

で
な
い
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
お
茶
壷
道
中
は
公
式
に
は
茶
壷
道
中
で

あ
る
が
、
一
般
的
に
は
「
お
」
を
付
け
て
表
し
、
ま
た
、「
お
茶
壷
」
一
語
の
み

で
、
宇
治
か
ら
将
軍
家
に
お
く
ら
れ
る
も
の
を
限
定
的
に
意
味
し
た
。
こ
れ
は

例
え
ば
、
お
あ
し
（
銭
）、
お
ま
ん
（
饅
）、
お
や
つ
、
お
つ
む
（
頭
）、
お
礼
、

御
身
拭
い
な
ど
の
「
お
」
と
同
じ
く
、「
お
」
が
あ
っ
て
こ
そ
特
定
の
意
味
を
持

つ
語
と
し
て
成
り
立
つ
。「
茶
壷
」
で
は
一
般
的
な
普
通
名
詞
に
過
ぎ
な
い
。

③　

こ
れ
に
続
く
歌
詞
で
、「
と
っ
ぴ
ん
ち
ゃ
ん
」
を
戸
を
締
め
る
音
、「
ぬ
け
た

ら
ど
ん
ど
こ
し
ょ
」
を
行
列
が
通
り
過
ぎ
る
の
を
喜
ぶ
姿
に
と
る
が
、
そ
の
よ

う
に
解
釈
す
れ
ば
で
き
る
と
い
う
程
度
で
あ
り
、
必
然
性
が
な
い
。
ま
し
て
、

こ
れ
に
続
く
「
俵
の
鼠
が
…
」
の
説
明
が
う
ま
く
い
か
な
い
。

④　

道
中
は
往
路
が
東
海
道
、
復
路
が
中
山
道
の
官
道
を
通
る
が
、
子
供
の
遊
び

場
と
し
て
適
切
か
ど
う
か
。
わ
ら
べ
歌
は
細
い
路
地
や
奥
ま
っ
た
細
道
を
舞
台

に
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
歌
全
体
を
通
し
て
、
子
供
の
遊
び
や
動
き
の
描
写

に
乏
し
く
、
子
供
ら
し
い
明
る
さ
や
の
ど
や
か
さ
に
欠
け
て
い
る
。
む
し
ろ
、

秘
密
め
い
た
隠
し
事
の
世
界
、
親
の
目
を
掠
め
て
、
い
た
ず
ら
を
し
て
い
る
秘

儀
め
い
た
印
象
が
感
じ
ら
れ
る
。

⑤　

こ
の
歌
の
旋
律
は
他
の
わ
ら
べ
歌
と
同
じ
く
伝
承
さ
れ
て
き
た
曲
調
に
基
づ

い
て
い
よ
う
が
、
全
体
と
し
て
滑
稽
な
お
ど
け
た
と
こ
ろ
が
あ
り
、
ま
た
、
冷

め
た
ひ
や
か
し
の
感
じ
が
し
て
、
他
と
比
べ
る
と
異
質
で
あ
る
。
少
な
く
と
も

子
供
ら
し
さ
が
な
い
。
ま
た
、
道
中
か
ら
逃
げ
て
隠
れ
よ
う
と
す
る
恐
怖
と
曲

の
ふ
し
が
合
っ
て
い
な
い
。
恐
怖
と
い
う
よ
り
、
隠
微
な
暗
さ
さ
え
漂
っ
て
い

る
。

⑥　

こ
の
歌
は
指
遊
び
唄
で
あ
る
と
と
も
に
、
鬼
決
め
唄
で
あ
る
。
前
述
の
『
し

ん
板
子
供
哥
づ
く
し
』
や
『
吾
妻
余
波
』
の
絵
の
通
り
、
数
人
の
子
供
が
両
手

の
握
り
こ
ぶ
し
を
並
べ
、
一
人
が
人
差
し
指
で
、
そ
の
こ
ぶ
し
の
穴
を
突
き
刺

し
な
が
ら
歌
っ
て
い
く
。
わ
ら
べ
歌
は
動
作
、
遊
戯
を
伴
う
も
の
で
、
そ
の
歌

の
内
容
に
応
じ
た
遊
び
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
歌
の
仕
草
は
道
中
と
は
全
く
関
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係
が
な
く
、
逆
に
、
他
の
わ
ら
べ
歌
と
同
じ
く
、
右
の
手
遊
び
か
ら
歌
の
意
味

を
考
え
る
手
懸
り
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。

⑦　

わ
ら
べ
歌
は
全
国
に
広
が
っ
て
い
く
に
つ
れ
、
言
葉
が
訛
り
、
形
が
崩
れ
て

い
く
。
基
本
的
な
流
れ
は
変
ら
な
い
が
、
歌
詞
の
一
部
が
異
な
る
類
歌
が
多
く

生
じ
て
く
る
。
こ
れ
を
調
べ
て
い
く
こ
と
に
よ
り
、
逆
に
元
の
歌
詞
の
内
容
が

わ
か
っ
て
く
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
歌
詞
の
別
語
や
類
歌
を
比
較
し
考
察
す
る

と
、
道
中
と
は
何
ら
関
わ
り
の
な
い
、
あ
る
一
定
の
別
の
意
味
が
見
え
て
く
る
。

⑧　

こ
の
歌
は
一
般
に
一
番
の
み
と
さ
れ
る
が
、
後
に
新
し
く
作
ら
れ
た
二
番
の

歌
詞
が
存
在
す
る
。
こ
れ
を
読
む
と
、
一
番
の
意
味
を
ど
う
捉
え
た
か
と
い
う

こ
と
が
は
っ
き
り
し
て
く
る
。
道
中
に
関
係
す
る
表
現
は
や
は
り
何
も
な
く
、

別
の
意
味
が
想
定
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
疑
問
は
直
感
的
で
、
ご
く
自
然
な
も
の
で
あ
り
、
わ
ら
べ
歌
で
あ

る
と
い
う
先
入
観
、
願
望
、
あ
る
い
は
期
待
感
が
こ
の
歌
の
正
当
な
解
釈
を
妨
げ

て
き
た
の
で
は
な
い
か
。
一
方
、
前
述
の
、
解
釈
は
不
可
能
で
、
意
味
の
な
い
と

こ
ろ
に
意
義
を
見
出
そ
う
と
い
う
説
も
一
つ
の
見
識
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
歌
は

も
と
は
何
ら
か
の
意
味
、
つ
ま
り
言
語
主
体
の
対
象
に
対
す
る
捉
え
方
や
態
度
に

基
づ
い
て
表
現
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
歌
の
発
想
や
心
意
を
言
語
表
現
に
即

し
て
探
る
こ
と
は
や
は
り
可
能
で
あ
る
。こ
の
歌
が
長
く
伝
え
ら
れ
て
き
た
の
も
、

単
に
リ
ズ
ム
の
よ
さ
や
お
も
し
ろ
さ
だ
け
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
無
意
味
説

（
解
釈
不
可
能
説
）
を
突
き
詰
め
る
と
、解
釈
否
定
説
に
な
る
。
寺
山
修
司
は
別
役

実
と
の
対
談
「
わ
ら
べ
歌
考
」
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
（『
日
本
童
謡
集
』、
後
に

新
編
集
し
て
『
日
本
童
謡
詩
集
』）。「
童
謡
ブ
ー
ム
、
童
話
ブ
ー
ム
と
い
う
の
も

一
つ
の
分
解
運
動
の
な
せ
る
わ
ざ
」（
別
役
）
に
対
し
て
、「
分
解
す
る
と
い
う
言

葉
に
つ
き
ま
と
う
真
理
探
求
的
な
感
じ
が
い
や
」
で
あ
り
、「『
事
』
を
分
解
し
よ

う
と
す
る
と
き
に
、『
事
』
に
も
一
つ
の
真
実
が
あ
る
ん
だ
と
い
う
前
提
を
受
け

入
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
一
般
的
理
性
へ
の
退
行
」
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し

て
「
い
く
つ
か
の
解
釈
を
し
て
み
て
も
、
結
果
と
し
て
は
ど
れ
も
『
正
解
』
と
い

う
こ
と
に
な
」
り
、「
正
解
を
発
表
し
て
も
、
そ
れ
に
見
合
う
だ
け
の
保
証
と
い
う

も
の
が
、
現
在
形
の
中
に
は
何
一
つ
な
い
」
と
述
べ
る
。
こ
れ
は
評
論
家
の
立
場

で
あ
り
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
国
語
学
徒
と
し
て
放
置

し
て
お
く
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
右
の
指
摘
は
研
究
上
の
注
意
と
し
て
受
け
止
め

て
、
や
は
り
「
真
理
探
求
」
に
向
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
こ
で
、
こ
の
歌
を
解
釈
す
る
も
う
一
つ
の
視
点
を
以
下
に
述
べ
る
。
こ
の
説

は
内
容
に
問
題
が
あ
る
か
ら
か
、
正
面
き
っ
て
扱
わ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
ま

た
、
論
者
の
述
べ
方
も
控
え
目
で
、
発
表
し
た
書
物
も
一
般
の
目
に
触
れ
る
こ
と

が
少
な
く
、
世
に
そ
れ
ほ
ど
知
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
性
の
意
味
が
含
ま
れ
て

い
る
と
す
る
考
え
方
で
、
中
野
栄
三
が
早
く
に
指
摘
し
て
い
た
。
中
野
は
こ
の
歌

を
「
全
然
に
意
味
の
続
か
な
い
よ
う
な
言
葉
が
混
っ
て
い
る
」
と
し
、
語
呂
、
尻

取
り
、
早
口
な
ど
の
「
言
語
遊
戯
が
あ
っ
た
か
」
と
し
つ
つ
も
、
続
い
て
「
丁
稚

と
小
娘
の
蔵
の
中
の
出
合
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
文
句
」
で
あ
る
と
、
一
つ
の
見
通

し
を
つ
け
て
い
た
（『
性
風
俗
事
典
』
昭
和
三
十
八
年
）。
ま
た
、
添
田
知
道
は
、

「
わ
ら
べ
唄
の
お
も
し
ろ
さ
が
、意
味
よ
り
も
音
感
に
多
く
か
か
わ
っ
て
い
る
…
お

ろ
か
な
解
説
は
し
な
い
が
、
こ
の
歌
を
性
意
で
う
け
と
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
お

と
な
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
、
子
ど
も
は
た
だ
無
心
に
う
た
っ
て
い
た
の
で
あ

る
。
そ
し
て
語
意
よ
り
も
、
ま
ず
音
に
よ
る
吸
収
と
す
る
の
で
あ
る
」
と
、
大
人
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と
子
供
の
区
別
を
し
て
、意
味
深
長
な
示
唆
を
与
え
て
い
た
（『
日
本
春
歌
考
』
同

四
十
一
年
）。
さ
ら
に
、高
橋
鐵
は
三
箇
所
が
「
は
っ
き
り
セ
ッ
ク
ス
を
表
わ
し
て

い
る
」と
だ
け
述
べ
て
い
た（『
日
本
の
神
話
』同
四
十
二
年
）。
こ
の
方
向
づ
け
を

決
定
的
に
し
た
の
が
西
沢
爽
で
、
ま
ず
昭
和
五
十
三
年
に
日
本
歌
謡
学
会
で
研
究

発
表
を
し
た
後
、「
わ
ら
べ
唄
『
ず
い
ず
い
ず
っ
こ
ろ
ば
し
』
は
エ
ロ
唄
だ
っ
た
」

を
公
に
し
た
（『
雑
学
艶
学
』
同
五
十
四
年
）。
こ
こ
で
、
こ
の
歌
が
猥
歌
、
戯ぎ

れ
う
た歌

で
あ
る
こ
と
を
多
く
の
資
料
に
基
づ
い
て
論
証
し
て
い
る
。
こ
の
説
は
内
容
が
性

に
関
わ
り
、
し
か
も
子
供
の
歌
と
い
う
こ
と
で
、
半
信
半
疑
か
、
触
れ
ら
れ
る
こ

と
が
好
ま
れ
な
い
か
ら
か
、
一
般
に
は
普
及
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
わ
ら
べ
歌

や
民
謡
、
ま
た
、
子
供
の
替
歌
に
性
意
を
含
ん
だ
も
の
が
か
な
り
あ
る
こ
と
は
周

知
の
事
実
で
あ
る
。
民
俗
学
で
は
性
の
問
題
が
微
妙
に
避
け
ら
れ
る
が
、
そ
れ
に

反
す
る
立
場
の
研
究
も
あ
る
。
成
句
も
例
外
で
な
く
、
笹
間
良
彦
は
「『
ち
ゅ
う

ち
ゅ
う
蛸
か
い
な
』
と
か
『
ず
い
ず
い
ず
っ
こ
ろ
ば
し
』
の
歌
は
大
人
が
子
供
に

教
え
て
、
無
邪
気
に
子
供
は
そ
れ
を
口
に
す
る
が
、
本
来
の
意
味
は
も
っ
と
婬
猥

で
あ
る
」
と
い
う
（『
好
色
艶
語
辞
典
』
平
成
元
年
）。

こ
の
歌
は
通
説
通
り
に
、
ま
た
、
意
味
不
明
と
さ
れ
て
も
、
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ

長
く
親
し
ま
れ
き
た
。
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
意
義
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か

し
、
こ
の
歌
に
つ
い
て
正
当
な
解
釈
を
施
し
、
わ
ら
べ
歌
の
中
に
位
置
づ
け
る
こ

と
は
十
分
に
意
味
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
、
内
容
が
内
容
な
だ
け
に
、
こ
の

読
解
は
予
断
と
先
入
観
を
排
し
、
客
観
的
に
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
小
野

恭
靖
は
性
意
で
と
る
こ
と
に
「
疑
問
を
抱
い
て
」
次
の
よ
う
に
述
べ
る
（『
子
ど
も

歌
を
学
ぶ
人
の
た
め
に
』）。

「
茶
壷
」
を
性
的
な
意
味
で
深
読
み
し
て
し
ま
え
ば
、そ
の
他
の
歌
詞
も
す
べ

て
深
読
み
に
深
読
み
を
重
ね
て
一
曲
全
体
を
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
な
歌
に
解
釈
し

て
し
ま
う
こ
と
に
つ
な
が
る
…
そ
れ
こ
そ
が
現
在
種
々
行
わ
れ
て
い
る
牽
強

付
会
で
恣
意
的
な
解
釈
を
導
い
て
い
る
原
因
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
所
論
も
語
句
の
一
部
に
新
説
を
述
べ
る
も
の
の
根
拠
が
な
く
、
歌
全
体
の

内
容
と
の
関
わ
り
が
不
明
で
あ
る
（
後
述
）。「
性
的
な
意
味
」
に
取
ら
な
い
立
場

に
立
と
う
と
す
る
あ
ま
り
、
逆
に
同
じ
よ
う
に
「
深
読
み
」
を
し
て
い
る
の
で
は

な
い
か
。
た
だ
、「
恣
意
的
な
」
こ
じ
つ
け
に
な
ら
な
い
よ
う
に
注
意
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

本
稿
は
西
沢
の
論
を
参
考
に
し
な
が
ら
も
、
触
れ
て
い
な
い
こ
と
を
補
い
、
誤

り
と
思
わ
れ
る
説
に
は
私
見
を
呈
し
、
語
句
の
変
化
の
過
程
を
跡
づ
け
、
類
歌
を

追
加
し
て
併
せ
て
考
察
す
る
。
そ
う
し
て
、
一
貫
し
た
流
れ
を
把
み
、
発
想
と
趣

意
を
説
き
、
全
体
像
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
。
従
来
の
わ
ら
べ
歌
研
究
に
一

番
欠
け
て
い
た
点
は
国
語
学
の
立
場
か
ら
の
追
究
が
な
さ
れ
ず
、
言
葉
の
面
の
究

明
が
十
分
に
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
本
稿
は
前
稿
（
中
）（
本
誌
前
号
）
で

取
り
上
げ
た
「
か
ご
め
か
ご
め
」「
通
り
ゃ
ん
せ
」
の
わ
ら
べ
歌
の
国
語
学
的
研
究

の
一
環
で
あ
り
、
特
に
今
回
は
近
世
語
、
近
世
文
学
の
知
識
、
方
法
に
基
づ
き
、

あ
く
ま
で
学
問
的
に
語
義
を
考
証
し
、
究
め
て
い
く
。
な
お
、
主
に
参
照
し
た
近

世
語
の
辞
典
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

『
江
戸
語
大
辞
典
』（
昭
49
、『
江
戸
語
の
辞
典
』
昭
54
）『
江
戸
語
辞
典
』（
平

3
）『
江
戸
語
事
典
』（
昭
46
）『
江
戸
時
代
語
辞
典
』（
平
20
）『
雑
俳
語
辞
典
』

正
続
（
昭
43
、昭
57
）『
川
柳
大
辞
典
』（
昭
37
）『
江
戸
川
柳
辞
典
』（
昭
43
）

『
新
編
川
柳
大
辞
典
』（
平
7
）『
近
世
上
方
語
辞
典
』（
昭
39
）『
上
方
語
源
辞

典
』（
昭
40
）『
俚
言
集
覧
』（
明
32
）『
隠
語
辞
典
』（
昭
31
）
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（
4
）
語
句
の
考
証
と
解
釈

○
ず
い
ず
い　

ず
っ
こ
ろ
ば
し

ズ
イ
ズ
イ
は
次
の
ズ
ッ
コ
ロ
バ
シ
を
序
詞
の
よ
う
に
導
き
、
調
子
を
整
え
る
語

句
で
あ
る
。「
つ
ん
つ
ん　

つ
ば
き
」「
な
ん
な
ん　

な
つ
め
」な
ど
現
代
の
歌
謡
や

童
謡
の
よ
う
に
、
同
じ
音
の
語
句
を
引
き
出
し
、
中
心
的
な
語
句
を
強
く
引
き
立

て
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、こ
の
形
に
定
着
す
る
前
は
、ズ
イ
ズ
イ　

ス
ッ
コ

ロ
バ
シ
ヤ
（『
時
代
子
供
う
た
』）、
ツ
イ
ツ
イ　

ズ
コ
バ
シ
（
伊
勢
、『
遊
戯
法
』）

で
あ
り
、語
形
は
一
定
し
て
い
な
い
。
従
っ
て
、現
在
の
ズ
ッ
コ
ロ
バ
シ
は
少
な
く

と
も
訛
っ
て
変
形
し
た
も
の
で
あ
る
と
推
定
で
き
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
語
を
よ
く

見
る
と
、
コ
ロ
ブ
、
コ
ロ
バ
シ
と
い
う
動
詞
を
含
ん
で
い
る
こ
と
に
気
付
く
。
西

沢
爽
は
『
江
戸
語
大
辞
典
』
の
用
例
に
も
あ
る
式
亭
三
馬
の
『
小
野
舷

ば
か
む
ら

譃う
そ
じ
づ
く
し

字
尽
』

（
文
化
三
年
）
に
、
最
下
層
の
私
娼
で
あ
る
夜
鷹
の
別
称
と
し
て
「
惣そ

う
か嫁
、
夜や
は
ち発
、

辻
君
、
つ
い
こ
ろ
ば
し
…
」
と
あ
る
こ
と
に
着
目
し
、
こ
の
ツ
イ
コ
ロ
バ
シ
を
ケ

（
蹴
）
コ
ロ
バ
シ
の
転
訛
だ
ろ
う
と
し
た
。
こ
れ
は
卓
説
で
あ
り
、こ
の
冒
頭
句
が

こ
の
歌
全
体
の
意
味
を
方
向
づ
け
、
決
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
ツ
イ
コ
ロ
バ
シ
は

他
動
詞
形
で
あ
る
が
、
そ
の
自
動
詞
形
の
ツ
イ
コ
ロ
ビ
、
訛
っ
て
ツ
イ
コ
ロ
ボ
も

『
鳴
絃
之
書
』（
元
禄
十
五
年
）『
正
風
集
』（
享
保
十
五
年
）
な
ど
に
あ
り
、夜
鷹
、

惣
嫁
の
別
名
と
し
て
使
わ
れ
た
。

以
下
、
詳
論
す
る
と
、
ま
ず
、
コ
ロ
ブ
（
転
）
は
「
こ
ろ
ぶ
か
ら
そ
れ
で
は
や

る
と
芸
者
い
ひ
」（
柳
多
留
）
の
よ
う
に
、
遊
女
以
外
の
女
、
芸
者
な
ど
が
隠
れ
て

売
春
す
る
こ
と
で
、
江
戸
期
の
川
柳
や
戯
作
本
に
多
く
の
用
例
が
あ
る
。
コ
ロ
バ

ス
は
「
茶
屋
の
二
階
で
げ
い
し
ゃ
を
こ
ろ
ば
し
」（
吉
原
楊
枝
）
の
よ
う
に
、口
説

い
て
自
由
に
す
る
こ
と
、
コ
ロ
ビ
は
不み

ず
て
ん

見
転
芸
者
で
、
コ
ロ
ビ
ゲ
イ
シ
ャ
と
も
い

い
、
コ
ロ
ビ
チ
ャ
ヤ
（
茶
屋
）
も
あ
っ
た
。
コ
ロ
ビ
ア
ウ
は
私
通
、
野
合
で
、
コ

ロ
ビ
ハ
オ
リ
は
深
川
の
岡
場
所
の
羽
織
芸
者
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
広
く
使
わ
れ
た
コ
ロ
ブ
の
他
動
詞
形
コ
ロ
バ
ス
に
ケ
ル
（
蹴
）
が

つ
い
て
、
ケ
コ
ロ
バ
ス
が
で
き
、
そ
の
体
言
形
が
ケ
コ
ロ
バ
シ
で
あ
る
。
こ
れ
は

下
谷
、
浅
草
あ
た
り
に
た
む
ろ
し
て
い
た
下
等
な
私
娼
を
指
し
、「
け
こ
ろ
ば
し
ご

み
も
無
い
の
に
は
い
て
居
る
」（
柳
多
留
）「
煙
た
つ
下
谷
の
竈か

ま
どけ
こ
ろ
ば
し
」（
雲

鼓
評
万
句
合
）
な
ど
と
詠
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
略
し
た
の
が
ケ
コ
ロ
で
「
十
二

文
ほ
ど
の
機
嫌
で
け
こ
ろ
出
る
」（
柳
多
留
）
は
銚
子
一
本
の
ほ
ろ
酔
い
景
気
を
い

う
。
こ
の
語
は
ケ
コ
ロ
バ
セ
と
も
訛
り
、
ケ
コ
ロ
ミ
セ
（
店
）、
ケ
コ
ロ
ヤ
（
屋
）

な
ど
も
使
わ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
語
句
の
中
心
は
コ
ロ
ブ
と
ケ
ル
で
あ
る
。
こ
の
転

ぶ
、
転
が
る
と
い
う
発
想
か
ら
ケ
ツ
マ
ヅ
ク
や
ケ
マ
ロ
、
ま
た
、
ダ
ン
ゴ
（
団
子
）

も
あ
り
、コ
ロ
ブ
と
い
う
意
味
の
定
着
と
広
が
り
が
理
解
さ
れ
る
。
一
方
、ケ
ル
の

方
は
ケ
タ
オ
ス
（
倒
）、ケ
タ
オ
シ
が
同
種
の
意
味
で
使
わ
れ
た
。
こ
こ
か
ら
ケ
ル

そ
の
も
の
に
交
接
す
る
意
味
に
と
る
説
も
あ
る
が
（
小
松
奎
文
『
い
ろ
の
辞
典
』）、

こ
れ
は
右
の
使
用
例
か
ら
ケ
ル
に
そ
の
意
味
が
付
加
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
ケ
ル
は

こ
の
時
代
で
は
本
来
の
意
味
を
保
っ
て
比
喩
的
に
使
わ
れ
た
。
現
代
語
の
隠
語
的

な
用
法
は
そ
の
名
残
で
あ
ろ
う
。

ズ
イ
コ
ロ
バ
シ
の
原
形
が
ツ
イ
コ
ロ
バ
シ
で
あ
る
と
す
る
西
沢
爽
の
所
論
の
考

証
は
後
述
す
る
が
、
こ
の
ツ
イ
は
も
と
ツ
キ
（
突
）
で
あ
り
、
ツ
キ
コ
ロ
バ
シ
の

音
便
が
ツ
イ
コ
ロ
バ
シ
で
あ
る
。
ケ
コ
ロ
バ
シ
と
と
も
に
、
突
く
、
蹴
る
と
い
う

行
動
的
な
意
味
の
動
詞
で
あ
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
、
つ
ま
り
、
同
じ
発
想
に

よ
っ
て
で
き
た
語
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
ツ
ク
は
こ
れ
単
独
で
「
戸
立
て
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ゆ
へ
つ
く
事
な
ら
ず
」（
擲
銭
青
楼
古
）
の
よ
う
に
交
合
の
意
味
が
あ
っ
た
。
こ
の

ツ
イ
コ
ロ
バ
シ
が
さ
ら
に
音
便
化
し
て
、
ツ
ッ
コ
ロ
バ
シ
が
で
き
た
。
ツ
ッ
コ
ロ

バ
シ
を
夜
鷹
の
異
名
と
す
る
説
が
あ
る
が
（『
絵
解
き
・
江
戸
っ
子
語
大
辞
典
』）、

そ
の
用
例
は
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
。こ
の
語
は
む
し
ろ
歌
舞
伎
で
使
わ
れ
、ち
ょ
っ

と
突
く
と
、
す
ぐ
に
転
び
そ
う
な
、
頼
り
な
い
こ
と
か
ら
、
若
く
し
て
二
枚
目
の

色
男
の
役
ど
こ
ろ
を
い
う
。
こ
こ
で
は
、
原
義
を
保
ち
つ
つ
、
ツ
ッ
コ
ロ
バ
シ
が

広
く
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
知
れ
ば
よ
い
。

さ
て
、
ズ
ッ
コ
ロ
バ
シ
の
前
に
歌
う
ズ
イ
ズ
イ
は
江
戸
の
明
和
ご
ろ
か
ら
動
詞

に
付
く
接
頭
語
と
し
て
、
ず
っ
と
、
つ
い
と
、
す
ぐ
の
意
味
で
用
い
ら
れ
た
。
例

え
ば
、
ズ
イ
ニ
ゲ
（
逃
）、
ズ
イ
カ
ク
レ
（
隠
）、
ズ
イ
ユ
キ
（
行
）、
ズ
イ
カ
エ

リ
（
帰
）
な
ど
、
目
的
の
も
と
に
勢
い
よ
く
力
強
く
進
む
さ
ま
を
表
す
。
幸
田
文

の
「（
父
は
）
ず
い

く
の
ん

く
と
講
釈
師
の
通
り
に
や
り
だ
し
た
」（『
こ
ん

な
こ
と
』）の
ズ
イ
ズ
イ
は
ま
さ
に
そ
の
調
子
が
出
て
い
る
。
こ
の
ズ
イ
ズ
イ
が
次

に
ズ
ッ
コ
ロ
バ
シ
を
引
き
出
す
の
だ
が
、
こ
の
語
は
見
当
た
ら
な
い
。
こ
こ
は
西

沢
爽
の
推
測
通
り
に
、
ツ
キ
コ
ロ
バ
シ
か
ら
ツ
イ
コ
ロ
バ
シ
、
ま
た
ツ
ッ
コ
ロ
バ

シ
の
一
群
の
語
を
想
定
し
て
、
そ
れ
を
導
く
音
と
し
て
、
ま
た
、
突
イ
の
意
味
を

持
っ
て
ツ
イ
ツ
イ
が
成
立
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
前
述
の
通
り
、
伊
勢
で
は
「
ツ
イ

ツ
イ　

ズ
コ
バ
シ
」
と
歌
っ
て
い
た
こ
と
は
、
そ
の
例
証
と
な
る
。
つ
ま
り
、
ツ

イ
を
前
置
き
の
語
と
し
て
二
拍
を
二
度
重
ね
て
、
四
拍
子
に
し
て
、
国
語
の
基
本

的
な
韻
律
を
整
え
、
ま
ず
、
ツ
イ
ツ
イ　

ツ
イ
コ
ロ
バ
シ
と
歌
い
、
次
に
言
い
や

す
い
よ
う
に
、
ツ
イ
ツ
イ　

ツ
ッ
コ
ロ
バ
シ
と
な
っ
た
。
こ
こ
の
韻
律
を
図
示
す

れ
ば
、
ツ
イ
－
ツ
イ
－
ツ
ッ
コ
ロ
－
バ
シ
－
、
と
四
拍
子
が
等
拍
に
平
板
に
滑
ら

か
に
進
ん
で
い
る
。
こ
の
ツ
イ
ツ
イ
は
「
つ
い
つ
い
と
い
た
」（
さ
っ
さ
と
通
り

ぬ
け
た
）（
上
田
秋
成
『
胆
大
小
心
録
』）「
つ
い
つ
い
と
藪
の
中
よ
り
菜
種
か
な
」

（
小
林
一
茶
『
文
化
句
帖
』）
の
よ
う
に
、
動
作
の
素
早
い
さ
ま
や
真
直
に
突
き
出

る
さ
ま
を
意
味
す
る
語
で
、
ツ
イ
コ
ロ
バ
シ
に
続
く
語
と
し
て
意
味
的
に
は
合
っ

て
い
る
。
そ
れ
が
ツ
イ
ツ
イ
よ
り
言
い
や
す
く
、
重
く
て
大
き
い
音
感
の
ヅ
イ
ヅ

イ
と
濁
音
化
し
て
、
さ
ら
に
よ
り
発
音
に
近
い
文
字
表
記
と
し
て
、
ズ
イ
ズ
イ
に

取
っ
て
代
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
速
く
進
む
音
感
が
同
時
に
こ
の
語
の
意
味
と

関
連
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
あ
た
り
の
ズ
は
ヅ
と
表
記
し
て
考
え
る

と
解
し
や
す
く
な
る
。

○
ご
ま
み
そ　

ず
い

こ
こ
が
一
番
難
解
な
箇
所
で
、
一
般
的
に
は
「
胡
麻
味
噌
」
と
漢
字
で
表
し
て

い
る
。
前
述
の
『
し
ん
板
子
供
哥
づ
く
し
』
で
は
、
少
女
が
す
り
こ
ぎ
と
杓
子
を

持
っ
て
、す
り
鉢
で
胡
麻
味
噌
を
つ
く
っ
て
い
る
絵
が
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

こ
れ
で
は
前
後
の
脈
絡
が
つ
か
め
ず
、
意
味
が
取
り
に
く
い
。
今
は
そ
れ
を
離
れ

て
、
ゴ
マ
ミ
ソ
が
何
か
の
語
の
変
化
で
は
な
い
か
、
ま
た
、
清
音
の
コ
マ
ミ
ソ
が

考
え
ら
れ
な
い
か
と
、
追
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
西
沢
爽

は
ゴ
マ
ミ
ソ
は
コ
マ
イ
シ
ョ
か
ら
転
じ
た
と
考
え
、
こ
れ
に
よ
っ
て
こ
の
歌
全
体

の
意
味
が
把
む
こ
と
が
で
き
た
。
以
下
、
西
沢
の
所
論
を
も
と
に
説
明
し
よ
う
。

コ
マ
イ
（
木
舞
）
と
は
壁
の
下
地
と
し
て
、
竹
を
細
か
く
縦
横
に
編
み
、
細
い

縄
で
絡
げ
た
も
の
で
、
そ
の
職
人
を
コ
マ
イ
カ
キ
と
い
う
。
こ
の
職
人
は
指
の
使

い
方
が
巧
み
で
、
複
雑
に
交
叉
し
た
竹
を
組
ん
で
い
く
。
こ
れ
が
川
柳
の
題
材
に

好
ま
れ
、「
こ
ま
い
か
き
根
津
の
入
り
訳
け
聞
い
て
居
る
」（
柳
多
留
）
は
、
職
業

柄
、
遊
女
と
の
入
り
組
ん
だ
事
情
を
聞
き
、「
こ
ま
い
か
き
茶
人
に
い
ぢ
り
こ
ろ
さ
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れ
る
」（
川
柳
評
万
句
合
）
は
建
築
に
う
る
さ
い
茶
人
に
苦
労
す
る
。
こ
の
コ
マ
イ

カ
キ
の
練
達
し
た
指
の
動
き
が
探
宮
、
探
春
す
る
こ
と
を
連
想
さ
せ
、
コ
マ
イ
ヲ

カ
ク
と
い
う
熟
語
も
で
き
た
。「
女
房
を
稽
古
所
に
す
る
こ
ま
い
か
き
」（
柳
多
留
）

「
く
じ
る
手
の
鶺せ

き
れ
い鴒
ら
し
い
こ
ま
い
か
き
」（
柳
の
葉
末
）
と
、
妄
想
が
膨
ん
で
い

く
。
後
の
句
は
古
事
記
に
あ
る
よ
う
に
、
鶺
鴒
の
尾
の
上
下
運
動
を
指
し
、「
こ

ま
か
い
指
の
動
き
が
…
く
じ
る
手
つ
き
を
教
え
る
先
生
の
よ
う
だ
」
と
い
っ
て
い

る
（
矢
野
貫
一
「
淫
喩
辞
彙
」『
文
学
』
平
成
十
一
年
七
月
）。
江
戸
語
で
は
他
に

「（
指
）
人
形
（
を
使
う
）、
指
遣
う
、
指
木で

く偶
、
指
て
ん
ご
う
」「
二
本
指
」
な
ど

も
用
い
ら
れ
た
。
以
上
に
よ
り
、
コ
マ
イ
シ
ョ
の
元
の
形
は
コ
マ
イ
シ
ヨ
ウ
と
想

定
さ
れ
、
コ
マ
イ
シ
ョ
ウ
を
経
て
、
コ
マ
イ
シ
ョ
と
短
縮
形
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。
そ
の
意
味
は
抉く

じ

り
、
弄い
じ

ろ
う
と
、
い
た
ず
ら
遊
び
を
し
よ
う
と
い
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。こ
れ
が
明
治
期
に
な
っ
て
元
の
意
味
が
分
ら
な
く
な
り
、コ
マ
イ
シ
ョ

が
コ
マ
ミ
ソ
、
さ
ら
に
ゴ
マ
ミ
ソ
（
胡
麻
味
噌
）
と
い
う
日
常
の
食
物
に
解
釈
し

直
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
わ
ら
べ
歌
は
も
と
よ
り
、
現
代
の
唱
歌
、
童
謡
で

も
、
子
供
は
意
味
の
不
明
の
語
を
自
分
が
よ
く
知
っ
て
い
て
、
分
り
や
す
い
単
語

に
当
て
は
め
、
何
と
な
く
分
っ
た
気
分
で
歌
う
こ
と
は
一
般
的
に
見
ら
れ
る
国
語

の
現
象
で
あ
る
。
こ
れ
は
例
え
ば
、
西
条
八
十
が
「
ズ
イ
ズ
イ
ズ
ッ
コ
ロ
橋
」
と

い
う
童
謡
（
コ
ド
モ
ノ
ク
ニ
、
昭
和
九
年
一
月
）
で
、「
ズ
イ
ズ
イ
ズ
ッ
コ
ロ
橋
、

ど
こ
の
橋
、
お
山
の
奥
の
丸
木
橋
」
と
、
橋
の
名
前
に
敢
え
て
転
化
し
て
、「
親
豚

コ
ロ
リ
ン
と
落
ち
ま
し
た
」
に
続
い
て
、「
あ
わ
て
て
子
豚
も
ズ
イ
コ
ロ
リ
ン
」
と

ズ
イ
の
意
味
を
効
か
せ
て
、
危
な
い
橋
を
詠
み
、
ズ
イ
コ
ロ
リ
ン
を
造
語
し
た
こ

と
と
、
根
本
的
に
同
じ
こ
と
で
あ
る
。「
胡
麻
味
噌
」
と
い
う
、
も
っ
と
も
ら
し
い

宛
字
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
ゴ
マ
ミ
ソ
、
コ
マ
ミ
ソ
と
仮
名
に
直
し
て
考
察

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

次
の
ズ
イ
は
西
沢
の
説
く
よ
う
に
「
強
調
の
口
拍
子
」
で
、
冒
頭
の
ズ
イ
ズ
イ

を
も
う
一
度
、
念
を
押
す
よ
う
に
反
復
し
て
、
調
子
を
整
え
た
も
の
で
あ
る
。
そ

れ
と
と
も
に
、
ズ
イ
の
次
に
二
拍
の
休
み
（
休
符
）
を
置
き
、
わ
ら
べ
歌
ら
し
い
、

と
い
う
よ
り
国
語
ら
し
い
「
二
拍
＋
二
拍
＝
四
拍
」
の
韻
律
を
整
え
、一
区
切
り
を

示
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
こ
こ
ま
で
の
本
来
の
形
は
、
ツ
イ
ツ
イ　

ツ
ッ

コ
ロ
バ
シ　

コ
マ
イ
シ
ョ　

ツ
イ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
コ
マ
イ
シ
ョ
を

ゴ
マ
ミ
ソ
と
濁
音
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ツ
イ
ツ
イ
が
ヅ
イ
ヅ
イ
と
類
推
し
て
意

識
さ
れ
、
前
述
の
通
り
、
こ
の
方
が
調
子
が
よ
く
出
て
、
ヅ
イ
ヅ
イ
の
観
念
が
定

着
し
、
口
承
文
芸
で
あ
る
が
文
字
表
記
す
る
と
き
に
、
ズ
イ
ズ
イ
と
書
き
直
さ
れ
、

ツ
と
ヅ
の
関
連
を
失
っ
た
ま
ま
、
こ
の
形
が
現
代
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

○
ち
ゃ
つ
ぼ
に
お
わ
れ
て

こ
こ
ま
で
進
む
と
、
チ
ャ
ツ
ボ
が
何
を
意
味
す
る
か
が
推
測
で
き
よ
う
。
古
代

語
で
ツ
ビ
は
女
陰
の
こ
と
で
、
そ
の
母
音
交
代
に
よ
る
語
が
ツ
ボ
で
あ
る
。
こ
れ

が
近
世
に
「
能よ

い
壷
へ
懸
る
明
石
の
浮
れ
蛸
」（
柳
多
留
）「
壷
が
い
づ
み
を
た
た

へ
た
は
相
模
が
下
女
」（
同
）
の
よ
う
に
隠
喩
と
し
て
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

ま
た
、ツ
ボ
ワ
リ
（
壷
割
）
は
情
交
す
る
こ
と
を
さ
す
ら
し
い
（『
江
戸
時
代
語
辞

典
』）。
近
代
に
至
る
と
、
ツ
ボ
フ
リ
（
壷
振
）
は
爛
壷
振
り
の
略
で
酌
婦
、
私
娼

の
こ
と
、
ツ
ボ
ヤ
キ
（
壷
焼
）
は
情
交
の
意
で
あ
る
。
チ
ャ
ツ
ボ
は
ツ
ボ
と
同
じ

比
喩
と
し
て
、「
新
茶
の
茶
壷
よ
な
ふ
、
入
れ
て
の
後
は
、
こ
ち
ゃ
知
ら
ぬ
、
こ

ち
ゃ
知
ら
ぬ
」（
閑
吟
集
三
三
）
の
よ
う
に
、中
世
の
小
謡
に
早
く
使
わ
れ
て
い
る
。

近
世
の
諸
国
の
民
謡
集
『
山
家
鳥
虫
歌
』（
明
和
九
年
）
に
周
防
の
民
謡
と
し
て
、
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「
一
夜
馴
れ
馴
れ
こ
の
子
が
出
来
て
、
新
茶
茶
壷
で
こ
ち
ゃ
知
ら
ぬ
」
が
あ
り
、
両

者
と
も
コ
チ
ャ
は
「
古
茶
」
と
「
此こ

ち方
は
」
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
他
に

も
『
延
享
五
年
小し

ょ
う
が歌
集
』
や
山
崎
美
成
『
歌
曲
集
』（
文
政
三
年
）
な
ど
に
類
歌
が

多
く
あ
る
。
古
茶
と
掛
け
な
い
単
独
で
も
、
近
松
門
左
衛
門
『
傾
城
江
戸
桜
』
中

（
元
禄
十
一
年
上
演
）
に
「
是
は
私
が
女
房
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ま
だ
新
茶
ち
ゃ
つ
ぼ

で
、ゆ
ふ
べ
口
切
を
い
た
し
ま
し
た
。
よ
い
ち
ゃ
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
、こ
の
語
が

普
及
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
ツ
ボ
が
形
容
詞
と
な
っ
て
、「
つ
ぼ
い
な

ふ
、
せ
い
し
ゃ
う
、
つ
ぼ
い
な
ふ
、
つ
ぼ
や
、
寝
も
せ
い
で
、
睡ね

む

か
る
ら
う
」（
閑

吟
集
二
八
一
）
の
よ
う
に
、
か
わ
い
い
と
い
う
意
味
に
拡
大
し
て
使
わ
れ
た
。
ま

た
、「
待
ち
受
け
る
茶
つ
ぼ
が
み
ち
て
け
さ
か
明
日
」（
軽
口
頓
作
）「
う
れ
し
さ
よ

ち
ゃ
つ
ぼ
見
る
よ
な
娌よ

め

の
腹
」（
磯
の
波
）
の
よ
う
に
、子
宮
や
妊
婦
の
腹
へ
と
意

味
が
広
が
っ
て
い
く
。
ま
た
、
コ
ツ
ボ
（
子
壷
）
は
子
宮
を
指
す
。
さ
ら
に
、
短

縮
さ
れ
て
チ
ャ
（
茶
）
そ
の
も
の
が
女
陰
を
表
す
こ
と
に
も
な
り
、
例
え
ば
「
茶

入
れ
、
茶
袋
、
お
茶
碗
、
茶
を
嫁
ぐ
、
茶
立
女
」
な
ど
多
く
使
わ
れ
た
（『
講
座
日

本
風
俗
史
別
巻　

性
風
俗
』
一
）。
な
お
、御
茶
壷
そ
の
も
の
が
女
陰
を
意
味
す
る

こ
と
も
あ
り
、『
吉
原
讃
嘲
記
時
之
大
鞍
』（
寛
文
七
年
か
）
に
用
例
が
あ
る
（『
日

本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版
）。

次
の
オ
ワ
レ
テ
は
追
い
払
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
追
い
駆
け
ら
れ
る
の
意
味
で

あ
り
、
茶
壷
（
遊
女
）
に
追
わ
れ
る
よ
う
に
攻
め
ら
れ
る
、
強
要
さ
れ
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
関
東
地
方
で
「
茶
壷
に
蹴
ら
れ
て
」
と
い
う
形
も
あ
る
が
（
北
原

白
秋
編
『
日
本
伝
承
童
謡
集
成
』
三
、
昭
和
十
年
代
に
収
集
、
同
五
十
一
年
に
全

六
巻
刊
）、
特
に
意
味
を
考
え
て
の
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
こ
の
部
分

を
「『
茶
壷
が
追
わ
れ
て
』
と
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
」
と
し
、「
小
娘
は
悲
鳴
を
あ
げ

る
」
と
口
語
訳
す
る
考
え
が
あ
る
（
須
藤
豊
彦
『
国
文
学
』
平
成
十
六
年
二
月
臨

増
）。
し
か
し
、
こ
の
歌
の
本
来
の
形
は
「
に
」
で
あ
り
（
後
述
）、
こ
こ
は
茶
壷

を
受
身
で
は
な
く
、
積
極
的
な
主
体
と
し
て
表
現
し
、
話
の
お
も
し
ろ
さ
、
意
外

性
を
強
め
た
と
考
え
た
ら
い
い
だ
ろ
う
。

○
と
っ
ぴ
ん
ち
ゃ
ん

ト
ッ
ピ
ン
チ
ャ
ン
は
寛
政
ご
ろ
の
流
行
語
で
、
特
に
深
川
で
口
拍
子
に
用
い
ら

れ
た
語
で
あ
る
。「『
ヲ
ヤ
此
子
は
大
そ
れ
た
事
を
い
ん
な
ん
ち
ゃ
か
ら
か
、
と
っ

ぴ
ん
ち
ゃ
ん
』『
又
お
か
ぶ
の
唐
人
が
』」（
辰
巳
婦
言
）
の
ト
ッ
ピ
ン
チ
ャ
ン
は
唐

人
語
を
ま
ね
た
も
の
、「
い
ん
な
ん
」
は
言
い
な
さ
る
の
意
で
、
こ
の
後
に
唐
言
め

か
し
た
軽
口
が
つ
け
ら
れ
た
。
特
に
一
定
の
意
味
は
な
く
、
前
句
に
合
わ
せ
て
調

子
を
整
え
る
囃
し
言
葉
と
も
一
応
は
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、こ
の
語
は
こ
こ
で
は
前
後
の
文
脈
か
ら
い
っ
て
、実
質
的
な
意
味
を
担

い
、
一
種
の
擬
態
語
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
ト
ッ
ピ
ン
チ
ャ
ン
や
ド
ッ
ピ
ン
シ
ャ
ン

の
語
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
西
沢
爽
の
説
の
通
り
、
ト
ッ
ピ
は
ド
ッ
ピ
の
転
訛
で
あ

ろ
う
。
ド
ッ
ピ
（
ト
）
は
「
ど
っ
ぴ
と
わ
め
い
て
」（
日
葡
辞
書
）「
嫁
を
見
に
ど
っ

ぴ
と
路
次
へ
か
け
て
出
る
」（
柳
多
留
）
の
よ
う
に
勢
い
よ
く
立
ち
騒
ぐ
さ
ま
を
表

す
。
ま
た
、
ド
ッ
ピ
ド
ッ
ピ
は
「
さ
ま
ざ
ま
の
者
を
内
へ
取
込
で
、
ど
っ
ぴ
ど
っ

ぴ
と
騒
ぐ
や
ら
、
茶
屋
だ
の
女
部
屋
な
ど
、
す
べ
っ
た
は
こ
ろ
ん
だ
は
と
」（
浮
世

風
呂
）
と
、
勢
い
が
さ
ら
に
盛
ん
に
な
る
さ
ま
を
表
す
。
ま
た
、
ド
ッ
ピ
サ
ッ
ピ

は
「
表
ざ
し
き
が
乱
妨
な
、ど
っ
ぴ
さ
っ
ぴ
の
大
一
座
」（
与
話
情
浮
名
横
櫛
）
と

使
わ
れ
た
。
ま
た
、
ト
ッ
ピ
キ
シ
ャ
と
い
う
形
も
あ
っ
た
（
半
沢
敏
郎
『
童
遊
文

化
史
』）。
こ
の
こ
と
か
ら
、
ド
ッ
ピ
キ
シ
ャ
↓
ド
ッ
ピ
ン
シ
ャ
↓
ド
ッ
ピ
ン
シ
ャ
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ン
↓
ド
ッ
ピ
ン
チ
ャ
ン
と
い
う
変
化
が
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
こ
こ
は

ド
ッ
ピ
を
語
基
と
し
た
複
合
語
を
考
え
れ
ば
よ
い
。
ド
ッ
ピ
が
清
音
化
し
て
ト
ッ

ピ
、
さ
ら
に
ト
ッ
ピ
ン
の
よ
う
に
撥
音
を
つ
け
て
四
拍
子
に
し
た
方
が
語
と
し
て

安
定
し
、
シ
ャ
ン
が
チ
ャ
ン
に
転
訛
し
て
、
よ
り
強
い
滑
稽
な
様
子
を
印
象
づ
け

る
。
以
上
に
よ
っ
て
、
歌
意
は
、
遊
女
と
攻
め
合
っ
て
、
戯
れ
い
ち
ゃ
つ
き
、
大

騒
ぎ
を
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

○
（
か
ら
す
べ
に
お
わ
れ
て　

と
っ
ぴ
ん
し
ゃ
ん
）

（
烏
坊
に
追
わ
れ
て　

す
っ
ぽ
ん
ち
ゃ
ん
）

前
者
は
『
し
ん
板
子
供
哥
づ
く
し
』、後
者
は
『
時
代
子
供
う
た
』
の
歌
詞
で
あ

る
。
こ
の
方
が
「
茶
壷
」
よ
り
も
古
い
形
で
あ
り
、
こ
の
原
形
か
ら
考
え
る
と
意

味
が
よ
り
は
っ
き
り
し
て
く
る
。
カ
ラ
ス
ベ
は
カ
ラ
ス
メ
と
同
じ
く
カ
ラ
ス
の
蔑

称
で
、
船
中
で
売
春
し
た
比
丘
尼
を
指
す
隠
語
で
あ
る
。
烏
の
よ
う
な
黒
い
頭
巾

を
被
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、こ
の
異
名
が
つ
い
た
。「
比
丘
人
は
か
ら
す
の
わ
き

へ
少
し
生
へ
」（
川
柳
評
万
句
合
）「
か
ら
す
め
は
か
へ
る
に
た
か
は
見
せ
を
出
し
」

（
同
）
な
ど
の
用
例
が
あ
る
。

次
の
ス
ッ
ポ
ン
チ
ャ
ン
は
、
ス
ッ
パ
リ
、
ス
ッ
ペ
ラ
ポ
ン
、
ス
ッ
プ
リ
、
ス
ッ
ペ

リ
（
ポ
ン
）、
ス
ッ
ポ
、
ス
ッ
ポ
リ
な
ど
の
一
連
の
語
を
考
え
合
す
と
よ
い
。
全
部

を
包
み
、
ま
た
露
出
す
る
と
き
に
使
う
。
そ
の
上
に
、「
此
竹
鑓
で
泥す

っ
ぽ
ん亀
突つ
き

」（
三

日
太
平
記
）
や
「
臍
の
下
の
開
帳
、す
っ
ぽ
ん
入
れ
る
放
生
会
」（
伊
勢
冠
付
）
の

ス
ッ
ポ
ン
（
ツ
キ
）
は
男
根
の
比
喩
で
、そ
の
連
想
も
あ
ろ
う
。「
す
っ
ぽ
す
っ
ぽ

と
抜
き
差
し
を
し
て
、
独
り
に
て
の
よ
が
り
泣
き
」（「
遺
精
先
生
の
夢
枕
」
寛
政

元
年
）
は
ス
ッ
ポ
の
意
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
現
代
語
で
も
ス
ッ
ポ
リ
、
ス
ッ
ポ

ン
、
ス
ポ
ッ
ト
、
ス
パ
ッ
ト
と
い
う
よ
う
に
、
中
に
す
っ
か
り
入
っ
た
状
態
の
擬

態
語
、
擬
音
語
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。

○
（
茶
壷
に
追
わ
れ
て　

と
ち
車
）

（
鴉か

ら
すべ
い
に
追
わ
れ
て　

と
ち
車
）

ど
ち
ら
も
『
東
京
風
俗
志
』
に
あ
り
、
後
者
は
別
の
例
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い

る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
チ
ャ
ツ
ボ
と
カ
ラ
ス
が
同
じ
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ

と
が
分
る
。
ト
チ
グ
ル
マ
と
い
う
語
の
用
例
は
な
い
が
、
こ
れ
は
本
来
ト
チ
グ
ル

ウ
（
狂
）
と
い
う
動
詞
で
あ
ろ
う
。
ト
チ
は
ト
チ
ル
、ト
チ
メ
ク
の
ト
チ
で
、あ
わ

て
る
、
う
ろ
た
え
る
の
意
味
で
近
世
か
ら
使
わ
れ
て
い
る
。
ト
チ
グ
ル
ウ
は
ト
チ

ク
ラ
ウ
、
ド
チ
ク
ル
ウ
と
も
い
わ
れ
て
、「
憎
ら
し
い
娘
男
と
ど
ち
く
る
ひ
」「
さ

わ
っ
た
ら
こ
ろ
び
た
そ
ふ
に
と
ち
ぐ
る
ひ
」（
川
柳
評
万
句
合
）
の
よ
う
に
、男
女

が
ふ
ざ
け
て
、
狎な

れ
合
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ト
チ
ト
チ
（
ト
）
と
い
う
副
詞

も
あ
っ
た
。
以
上
、
四
つ
の
異
な
っ
た
歌
詞
を
考
え
合
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
言
葉

は
少
し
違
っ
て
い
て
も
共
通
し
た
一
儀
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
。

○
ぬ
け
た
ら

こ
の
句
は
先
の
、
ズ
ッ
コ
ロ
バ
シ
と
ゴ
マ
ミ
ソ
と
と
も
に
難
し
い
。
西
沢
爽
は

こ
れ
に
つ
い
て
は
何
も
触
れ
て
い
な
い
。
こ
こ
で
肝
腎
な
こ
と
は
、
ヌ
ケ
タ
ラ
の

ヌ
ク
、
ヌ
ケ
ル
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ヌ
ク
は
中
か
ら

物
を
取
り
出
す
、
自
分
の
側
に
引
き
寄
せ
る
（
抜
く
）
意
味
と
、
物
を
突
き
刺
し

て
対
象
の
向
う
に
出
る
よ
う
に
す
る
、
向
う
側
へ
押
す
（
貫ぬ

く
）
意
味
の
両
面
が

あ
る
。
こ
れ
は
「
抜
き
出
す
」
と
「
通
し
入
れ
る
」
と
い
う
「
方
向
を
可
逆
的
に

…
対
義
的
共
義
を
な
し
た
も
の
で
あ
る
」（
森
重
敏
『
続
上
代
特
殊
仮
名
音
義
』）。

こ
の
よ
う
に
、
ヌ
ク
は
先
後
、
内
外
の
両
方
向
へ
の
進
む
二
つ
の
意
義
を
持
っ
て
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い
て
、
大
別
す
れ
ば
、「
ひ
き
ぬ
く
」
と
「
さ
し
こ
み
つ
ら
ぬ
く
」
で
あ
る
（『
角

川
古
語
大
辞
典
』）。
こ
の
こ
と
は
方
言
の
使
用
例
を
見
て
も
理
解
で
き
る
。『
日
本

方
言
大
辞
典
』
に
よ
れ
ば
、
ヌ
ク
は
「
刺
す
、
刺
し
貫
く
」（
熊
本
）、「
差
す
、
差

し
込
む
」（
佐
賀
、「
刀
を
鞘
に
ぬ
く
」）、「
指
先
や
棒
の
先
で
突
く
」（
沖
縄
）、
ヌ

ケ
ル
は
「
穴
や
深
い
所
に
入
り
込
む
」（
新
潟
）
な
ど
、向
う
や
内
へ
の
方
向
の
意

味
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
思
い
合
せ
ら
れ
る
こ
と
は
、「
い
ろ
は
か
る
た
」（
京
、
江
戸
と
も
）
の

「
月
夜
に
釜
を
抜
く
」
で
あ
る
。
こ
の
ヌ
ク
は
一
般
的
に
は
ヌ
カ
レ
ル
と
同
じ
で
、

句
意
は
油
断
、
迂
闊
な
こ
と
と
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
駒
田
信
二
は
別
解
と
し
て

『
艶
笑
い
ろ
は
か
る
た
』
で
、
ツ
キ
は
月
の
障
り
、
カ
マ
は
「
表
門
で
な
く
裏
門
」

と
考
え
、
ヌ
ク
を
「
裏
門
を
使
う
」
と
解
き
、
江
戸
の
川
柳
と
し
て
「
月
の
夜
は

釜
を
抜
く
気
に
な
る
亭
主
」「
お
り
ふ
し
は
妾
月
夜
に
釜
抜
か
れ
」
の
句
を
挙
げ

て
い
る
。
こ
の
種
の
用
例
は
他
に
も
あ
り
、「
月
夜
に
釜
も
親
の
し
た
事
」（
武
玉

川
）「
釜
を
抜
い
て
、
弐
朱
で
は
や
す
い
」（
東
海
道
中
膝
栗
毛
）
が
あ
る
。
後
者

は
風
呂
釜
を
踏
み
抜
い
た
こ
と
を
掛
け
て
い
る
。
ま
た
、
永
井
荷
風
の
『
濹
東
綺

譚
』
で
有
名
に
な
っ
た
玉
の
井
遊
廓
の
各
路
地
の
入
口
に
掲
げ
ら
れ
た
看
板
「
抜

け
ら
れ
ま
す
」の
ヌ
ケ
ル
を
ど
う
解
釈
す
る
か
で
あ
る
。「
ご
た
ご
た
建
て
連
な
っ

た
商
店
の
間
の
路
地
口
に
は
「
ぬ
け
ら
れ
ま
す
」
と
か
、「
安
全
通
路
」
と
か
…
書

い
た
灯
が
つ
い
て
ゐ
る
」。
こ
の
「
ぬ
け
ら
れ
ま
す
」
は
普
通
に
考
え
れ
ば
狭
い
路

地
を
通
り
抜
け
て
、
外
に
出
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
笹
間
良

彦
は
そ
の
よ
う
な
「
ご
親
切
な
意
味
で
は
な
く
、
玉
の
井
私
娼
窟
の
一
画
に
た
ど

り
つ
け
ま
す
と
い
う
意
味
で
」
あ
る
と
指
摘
す
る
（『
図
録
性
の
日
本
史
』）。
も
し

そ
う
で
あ
れ
ば
「
ち
か
み
ち
」「
安
全
通
路
」（
滝
田
ゆ
う
『
寺
島
町
奇
譚
』『
昭
和

流
れ
唄
』）も
目
的
地
に
至
る
た
め
の
指
示
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
考

察
し
て
い
く
と
、
こ
こ
の
ヌ
ク
は
ヌ
キ
サ
シ
の
ヌ
キ
で
は
な
く
て
一
応
は
刺
し
込

む
、
突
き
入
れ
る
と
解
釈
で
き
る
。

こ
の
語
の
基
本
的
な
意
味
は
こ
れ
で
よ
い
の
だ
け
れ
ど
も
、
こ
の
ま
ま
で
は
前

句
の
内
容
と
や
や
重
複
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
も
う
少
し
近
世
語
と
し
て

の
分
析
を
究
め
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
中
野
栄
三
の
『
江
戸
秘
語
事
典
』
に
よ

る
と
、
ヌ
ク
は
「
交
会
御ぎ

ょ
ほ
う法
で
い
う
秘
語
」
で
あ
っ
て
、「
抜
け
る
ま
で
お
け
ば
女

房
機
嫌
也
」
の
よ
う
に
、「
遂
情
」
に
い
い
、
ツ
ツ
ハ
ラ
イ
（
筒
払
）
や
ト
ッ
パ
ズ

ス
（
ト
リ
ハ
ズ
ス
）
と
類
語
で
あ
る
と
説
明
す
る
。
後
者
は
「
女
の
あ
さ
ま
し
さ

に
つ
い
と
っ
ぱ
づ
し
そ
う
に
な
る
時
、紛
ら
か
す
が
法
さ
」（
部
屋
三
味
線
）
の
よ

う
に
、
女
郎
が
「
思
わ
ず
真
情
を
現
わ
し
て
し
ま
う
」
こ
と
で
、
こ
れ
は
シ
オ
チ

（
仕
落
）
で
恥
と
さ
れ
る
が
、つ
い
う
っ
か
り
我
を
忘
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
ヌ

ケ
ル
は
中
野
の
説
く
よ
う
に
、
江
戸
語
の
イ
ク
、
デ
ル
、
オ
ク
ル
と
同
じ
状
態
を

表
す
閨
房
語
で
あ
っ
た
。
こ
の
ヌ
ク
は
現
代
語
の
「
生
き
ぬ
く
、
勝
ち
ぬ
く
、
困

り
ぬ
く
」
の
よ
う
に
、「
最
後
ま
で
、
す
っ
か
り
…
し
と
げ
る
」
の
よ
う
に
、
頂

点
、
限
界
を
極
め
、
至
り
着
く
と
い
う
意
味
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
語
感
が
江
戸

語
の
ヌ
ケ
ル
に
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
以
上
に
よ
り
、
ヌ
ケ
タ
ラ
は
絶
頂
感
の

境
地
ま
で
読
み
取
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
な
お
、
付
け
加
え
れ
ば
、
現
代
の
風
俗
業

界
で
使
わ
れ
る
ヌ
ク
、ヌ
キ
の
意
味
（『
日
本
俗
語
大
辞
典
』
そ
の
他
）
が
近
世
語

に
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
小
野
恭
靖
は
こ
の
ヌ
ケ
タ
ラ
の
意
味
に
つ
い
て
、「
茶
壷
に
見
立

て
ら
れ
た
子
ど
も
た
ち
の
親
指
と
人
差
し
指
で
作
っ
た
穴
か
ら
、
順
番
に
挿
し
て

い
く
指
が
抜
け
る
状
態
を
言
う
も
の
と
考
え
」、「
茶
壷
は
そ
れ
自
体
に
意
味
は
な
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く
、指
遊
び
の
様
子
が
歌
詞
の
中
に
混
入
し
た
も
の
と
見
た
い
」
と
述
べ
る
（『
子

ど
も
歌
を
学
ぶ
人
の
た
め
に
』）。
本
体
の
歌
詞
の
流
れ
に
別
の
歌
詞
が
「
混
入
」

し
て
一
つ
の
歌
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
考
え
る
方
向
に
沿
え
ば
、
仮

に
、「
指
が
抜
け
る
状
態
」
に
対
し
て
、
指
を
入
れ
る
状
態
を
冒
頭
の
句
で
、「
突

き
、
突
き
、
突
き
転
ば
し
」
と
仮
に
想
定
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
突

い
た
り
抜
い
た
り
す
る
動
作
、
状
態
そ
の
も
の
を
言
葉
で
表
現
す
る
ほ
ど
重
要
で

あ
ろ
う
か
。
ま
た
、「
茶
壷
」
に
意
味
が
な
く
て
「
追
わ
れ
て
」
以
下
の
内
容
が
成

り
立
つ
で
あ
ろ
う
か
。
ヌ
ケ
タ
ラ
の
新
し
い
解
釈
が
こ
の
歌
全
体
と
ど
の
よ
う
に

関
わ
り
、
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
、
明
確
に
で
き
ず
、
結
局
、
他
の
論
者
と
同
じ
く
、

一
部
の
語
句
の
解
釈
の
み
に
終
っ
て
い
る
。
ヌ
ク
に
は
「
飽
く
」「
い
い
」「
い
み

じ
」「
か
げ
」
の
よ
う
に
対
義
的
な
共
義
（
両
義
）
が
あ
る
こ
と
、近
世
語
と
し
て

特
別
の
用
法
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
考
え
直
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、
変
形
し
た

歌
詞
と
し
て
「
ま
け
た
ら
（
負
）」
が
あ
る
が
（
東
京
、『
童
謡
集
成
』）、
意
味
を

持
つ
一
定
の
解
釈
が
入
っ
て
い
よ
う
。

ち
な
み
に
、前
稿
（
中
）
の
「
か
ご
め
か
ご
め
」
の
「（
附
）『
籠
の
中
の
鳥
』
の

解
釈
」
で
、
大
略
、
次
の
通
り
述
べ
た
。
安
永
八
年
、
黄
表
紙
「
か
ご
め
か
ご
め

籠
中
鳥
」
で
「
籠
の
中
の
鳥
」
を
遊
女
と
し
て
解
し
て
い
る
。
同
じ
時
代
に
こ
の

語
は
そ
の
意
味
で
浮
世
草
子
や
浄
瑠
璃
、
歌
謡
、
川
柳
な
ど
に
も
使
わ
れ
、
長
い

間
、
一
つ
の
観
念
を
形
成
し
て
い
た
。
従
っ
て
、
わ
ら
べ
歌
に
も
そ
の
影
響
が
あ

る
か
も
し
れ
ず
、古
調
の
「
鍋
の
底
抜
け
」
も
新
た
な
視
点
か
ら
検
討
し
直
せ
る
。

こ
こ
で
、「
鍋
」
が
女
陰
、
ま
た
は
女
性
の
異
称
と
し
て
使
わ
れ
て
き
た
の
が
一
つ

の
手
懸
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
前
稿
は
現
行
の
歌
詞
を
読
解
、
解
釈
す
る
こ
と
が

中
心
で
、
以
上
の
ま
ま
で
置
い
て
お
い
た
。
こ
こ
で
、
そ
の
続
き
と
し
て
、
本
稿

の
内
容
の
関
連
か
ら
解
釈
を
提
示
す
る
。

黄
表
紙
の
「
一
生
鍋
の
底
抜
け
」
は
、
続
い
て
「
鍋
の
底
抜
い
て
た
も
れ
」
と

問
答
し
て
い
る
こ
と
か
ら
「
底
抜
け
だ
」
と
い
う
体
言
で
は
な
く
、「
底
を
抜
け
」

と
い
う
命
令
形
で
あ
る
。
前
者
は
輪
を
廻
る
子
供
達
、
後
者
は
輪
の
中
に
か
が
む

子
が
発
言
し
て
い
る
。
こ
こ
は
表
面
上
の
意
味
は
、
輪
で
あ
る
鍋
の
底
を
抜
い
て

早
く
外
に
出
て
行
け
と
問
い
か
け
、
鍋
の
底
を
ど
う
か
抜
い
て
外
に
出
し
て
下
さ

い
と
答
え
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
ナ
ベ
を
前
述
の
秘
語
と
解
し
、
ま

た
、
ヌ
ク
を
前
述
の
ヌ
ケ
タ
ラ
と
同
じ
よ
う
に
解
し
た
ら
、
別
の
意
味
が
浮
び
上

が
っ
て
く
る
。
即
ち
、
鍋
の
底
に
突
込
め
と
み
ん
な
で
言
い
合
う
と
、
遊
女
に
見

立
て
ら
れ
た
子
は
ど
う
か
鍋
の
底
を
突
き
通
し
て
下
さ
い
と
泣
き
言
め
い
て
答
え

た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
意
味
が
取
り
に
く
く
な
り
、
二
十
年
後
の
太
田
全
斎
の

『
諺
苑
』
で
「
抜
い
て
た
も
れ
」
が
「
入
れ
て
た
も
れ
」
と
、よ
り
分
り
や
す
い
語

に
取
っ
て
代
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
解
釈
は
あ
く
ま
で
「
か
ご
め
か
ご
め
」
の

発
生
を
当
時
の
「
籠
の
中
の
鳥
」
と
す
る
観
念
か
ら
考
え
た
も
の
で
、
こ
れ
が
遊

戯
を
伴
う
わ
ら
べ
歌
に
な
っ
た
後
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
ヌ
ク
と

い
う
動
詞
を
「
ず
い
ず
い
ず
っ
こ
ろ
ば
し
」
と
同
じ
意
味
に
取
っ
て
解
釈
し
直
し

た
の
で
あ
る
。「
か
ご
め
か
ご
め
」
も
元
の
歌
は
大
人
の
歌
で
あ
り
、そ
れ
が
子
供

に
伝
わ
っ
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

○
ど
ん
ど
こ
し
ょ

さ
て
、ド
ン
ド
コ
シ
ョ
は
大
声
で
呼
び
立
て
る
声
を
意
味
す
る
ド
ン
ド
、ド
ン
ド

リ
（
ト
）、
ま
た
、
物
事
が
勢
い
よ
く
進
ん
だ
り
、
唄
や
鳴
物
入
り
で
ど
ん
ち
ゃ
ん

騒
ぎ
を
す
る
ド
ン
ド
ン（
ト
）に
関
連
し
よ
う
。
こ
れ
ら
は「
二
階
中
が
引
っ
く
り
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返
り
の
大
ど
ん
ど
ん
」（
辰
巳
婦
言
）
の
よ
う
に
大
騒
ぎ
を
し
て
い
る
と
き
の
擬
音

語
、
擬
態
語
で
あ
る
。
景
気
よ
く
派
手
に
と
い
う
意
味
の
ド
ン
ト
も
あ
り
、「
芸
者

な
ど
も
大
勢
呼
ん
で
ど
ん
と
さ
わ
い
で
居
さ
っ
し
ゃ
る
」（
南
門
鼠
）
の
よ
う
に
、

現
代
語
に
も
引
継
が
れ
て
い
る
。
シ
ョ
は
「
よ
い
し
ょ
」「
わ
っ
し
ょ
」「
ど
っ
こ

い
し
ょ
」
の
シ
ョ
で
、
力
を
入
れ
た
掛
け
声
を
示
し
、
そ
の
上
、
語
と
し
て
安
定

さ
せ
る
接
尾
語
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、大
阪
で
明
治
時
代
ま
で
「
十
二
月つ

き

」
と
い
う
手
ま
り
唄
が
あ
っ
た
。

正
月
で「
じ
っ
と
手
に
手
を
〆
の
内
と
て
、奥
も
二
階
も
羽
根
や
手
ま
り
で
拍
子
そ

ろ
え
て
、
音
も
ド
ン
ド
と
突
い
て
も
ら
え
ば
、
骨
正
月
や
、
こ
た
え
か
ね
つ
つ
い

く
如
月
の
…
」
と
歌
う
（
牧
村
史
陽
『
大
阪
こ
と
ば
事
典
』）。
こ
の
ド
ン
ド
は
左

義
長
の
こ
と
で
、
大
阪
で
は
ト
ン
ド
と
い
う
が
、
問
題
の
ド
ン
ド
コ
シ
ョ
と
共
通

し
た
意
味
合
い
を
含
み
持
つ
こ
と
は
推
定
で
き
よ
う
。
江
戸
も
上
方
も
同
じ
発
想

で
捉
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
歌
に
つ
い
て
、
田
辺
聖
子
は
「
一

年
十
二
カ
月
の
季
節
や
年
中
行
事
を
よ
み
こ
ん
で
あ
る
手
ま
り
唄
だ
が
、
性
的
な

意
味
を
大
胆
に
含
ま
せ
て
あ
る
。
こ
れ
を
遊
里
で
歌
う
の
で
は
な
く
、
一
般
良
家

の
童
女
が
日
常
に
歌
い
慣
ら
し
、
い
つ
と
な
く
性
教
育
を
か
ね
て
い
た
」
と
言
っ

て
い
る
（『
あ
あ
カ
モ
カ
の
お
っ
ち
ゃ
ん
』）。

こ
の
ド
ン
ド
コ
シ
ョ
は
本
来
ド
ン
ド
ン
シ
ョ
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
ど

ち
ら
と
も
太
鼓
の
音
を
連
想
さ
せ
る
。『
し
ん
板
子
ど
も
哥
づ
く
し
』
で
は
、鉢
巻

を
し
た
少
年
が
太
鼓
を
た
た
い
て
い
る
絵
が
あ
る
。
ま
た
、
ド
ン
ド
コ
カ
ッ
カ
と

い
え
ば
神
輿
が
渡
御
す
る
と
き
の
太
鼓
の
音
で
あ
る
が
、
そ
の
ま
ま
で
祭
り
を
も

意
味
す
る
。
そ
こ
で
、
オ
マ
ツ
リ
と
い
え
ば
、「
御
祭
り
は
先
祖
の
血
筋
き
ら
ぬ
為

め
」（
柳
の
葉
末
）「
お
く
び
に
出
る
ほ
ど
（
引
用
者
注
、い
や
と
い
う
ほ
ど
）
お
祭

を
し
た
ら
、
明あ

し
た日
は
目
が
窪
む
だ
ら
ふ
」（
小
袖
曽
我
薊
色
逢
）
の
よ
う
に
、
交
合

の
こ
と
で
あ
る
。
オ
マ
ツ
リ
ガ
ワ
タ
ル
と
い
う
語
も
あ
っ
た
。
こ
れ
は
「
神
輿
振

り
の
擬
態
」
と
い
う
要
素
も
あ
っ
た
が
、
も
と
も
と
神
と
人
間
と
の
交
流
で
あ
る

祭
り
を
神
人
合
一
と
考
え
た
こ
と
の
類
推
に
よ
る
（
樋
口
清
之
『
性
と
日
本
人
』）。

こ
の
こ
と
か
ら
、
ド
ン
ド
コ
シ
ョ
が
祭
り
を
想
像
さ
せ
る
ほ
ど
大
騒
ぎ
を
し
て
い

る
状
態
で
あ
る
と
と
も
に
、
オ
マ
ツ
リ
の
様
子
で
あ
る
こ
と
が
分
り
、
そ
れ
は
や

は
り
ヌ
ケ
タ
ラ
に
よ
っ
て
な
の
で
あ
る
。

○
（
抜
け
た
ァ
ら　

と
の
字
の
ど
ん
ど
こ
し
ょ
）

『
時
代
子
供
う
た
』
で
は
こ
の
形
に
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
が
古
い
も
の
で
、
ト

ノ
ジ
ノ
が
四
音
で
長
く
、
ま
た
意
味
が
分
ら
な
く
な
っ
て
省
略
さ
れ
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
こ
の
ト
ノ
ジ
は
語
頭
に
「
と
」
の
字
が
つ
く
言
葉
と
い
う
意
味
で
、「
床と

こ

」

の
「
と
」
を
取
っ
て
表
し
た
。
こ
れ
は
中
世
の
女
房
詞
の
伝
統
を
引
く
文
字
言
葉

で
、
江
戸
語
と
し
て
は
「
ほ
の
字
」（
ほ
れ
る
）「
御
目
文
字
」（
お
目
見
え
、
目
通

り
）「
は
も
じ
」（
は
ず
か
し
い
）
な
ど
好
ん
で
使
わ
れ
た
。
ト
ノ
ジ
と
は
「
何
か

あ
ら
い
あ
ひ
さ
つ
ば
か
り
で
、
さ
っ
ぱ
り
、
と
の
字
な
ん
ざ
ァ
な
し
さ
」（
猶
謝
羅

子
）
の
よ
う
に
、
も
と
も
と
岡
場
所
の
隠
語
で
、
床
、
つ
ま
り
閨
中
の
こ
と
で
あ

る
。
ま
た
、「
と
の
字
が
荒
い
」
は
床
が
荒
い
、
多
婬
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
、
右

の
原
注
に
「
ひ
つ
っ
こ
ひ
き
ゃ
く
を
い
ふ
」
と
あ
り
、「
山
さ
ん
は
だ
い
一
と
こ
が

あ
ら
し
、そ
し
て
す
か
ぬ
事
を
い
ひ
ん
す
」（
こ
ん
た
く
手
引
車
）
と
い
う
用
例
も

あ
る
。
現
行
の
句
と
比
べ
て
、
こ
の
古
い
形
の
方
が
意
味
が
よ
り
明
瞭
に
な
っ
て

い
る
。
な
お
、『
時
代
子
供
う
た
』
の
歌
詞
は
こ
こ
で
終
っ
て
い
る
。
元
来
、
こ
こ

ま
で
で
ま
と
ま
っ
た
歌
で
あ
っ
た
が
、
流
布
す
る
に
つ
れ
て
、
次
に
語
句
が
新
た
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に
付
け
加
え
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

○
た
わ
ら
の
ね
ず
み
が
こ
め
く
っ
て　

ち
ゅ
う　
　

ち
ゅ
う　

ち
ゅ
う　

ち
ゅ
う

こ
の
タ
ワ
ラ
は
『
遊
戯
法
』
で
は
東
京
、
伊
勢
と
も
「
棚
」
と
あ
り
、
こ
れ
が

本
来
の
形
と
思
わ
れ
る
。
西
沢
爽
は
タ
ワ
ラ
は
タ
ナ
（
棚
、
店た

な

）
で
「
貸
家
、
長

屋
」
か
、
ま
た
、
ネ
ズ
ミ
に
つ
い
て
は
、
約
束
が
あ
る
の
に
短
時
間
、
他
の
客
の

相
手
に
あ
る
女
郎
か
、
あ
る
い
は
、
ネ
ヅ
レ
（
夜
這
い
）
か
と
推
測
す
る
。
し
か

し
、
前
者
は
近
世
で
は
ヌ
ス
ミ
（
盗
）
と
い
い
、
上
記
の
意
味
に
ネ
ズ
ミ
が
使
わ

れ
る
の
は
明
治
中
期
で
あ
る
。
こ
れ
は
ヌ
ス
ミ
と
ネ
ズ
ミ
の
相
似
た
語
形
の
混
同

に
よ
る
。
ま
た
、
須
藤
豊
彦
は
「
田
原
の
鼠
（
い
た
ず
ら
者
）
で
は
な
い
か
」
と

い
う
が
（
前
掲
『
国
文
学
』）、
こ
の
歌
の
場
を
野
原
と
い
う
前
提
で
解
釈
し
て
い

て
、
や
や
唐
突
の
感
を
免
れ
な
い
。
こ
こ
で
参
考
に
な
る
の
が
京
都
の
わ
ら
べ
歌

の
「
下
駄
か
く
し　

ち
ゅ
う
ね
ん
ぼ　

は
し
り
の
下
の
ね
ず
み
が
…
」
で
あ
る
。

こ
の
「
は
し
り
」
は
台
所
の
流
し
の
こ
と
だ
が
、
今
の
子
供
に
は
縁
遠
く
、
だ
ん

だ
ん
意
味
が
分
ら
な
く
な
る
。
そ
こ
で
、
子
供
は
使
い
慣
れ
た
言
葉
に
替
え
て
、

「
柱
の
下
」「
橋
の
下
」
と
納
得
し
て
歌
う
こ
と
に
な
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
こ

こ
は
も
と
「
棚
の
鼠
」
で
あ
り
、
こ
れ
が
次
の
コ
メ
ク
ッ
テ
の
関
連
か
ら
、
コ
メ

を
「
米
」
と
考
え
て
、「
俵
の
鼠
」
と
転
化
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

次
の
コ
メ
ク
ッ
テ
は
や
や
難
し
い
。
西
沢
は
「
ひ
ど
い
目
に
あ
う
の
江
戸
語
」

で
、「
や
り
込
め
ら
れ
る
」
の
コ
メ
だ
と
言
う
。
し
か
し
、
出
典
の
明
示
は
な
く
、

江
戸
語
の
ど
の
辞
書
に
も
こ
の
語
は
見
当
た
ら
な
い
。
ま
た
、
他
動
的
な
コ
ム
が

右
の
よ
う
な
受
動
的
な
意
味
で
使
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
ま
た
、ネ
ズ
ミ
を
私
娼
、

密
娼
の
意
と
す
る
と
、「
子
め
く
っ
て
」
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
が
、
こ
れ
は
中
古

語
で
あ
る
。
あ
る
い
は
「
込
め
狂
っ
て
」
な
ら
、
色
狂
い
、
色
情
に
ふ
け
る
と
し

て
も
よ
い
が
、
少
し
無
理
が
あ
る
。『
東
京
風
俗
志
』
で
は
、「
こ
れ
が
ほ
ん
と
の

鬼
ご
っ
こ
、
俵
の
鼠
が
豆
喰
っ
て
ち
ゅ
う
、
米
喰
っ
て
ち
ゅ
う
」
と
、
豆
と
米
を

対
比
的
に
並
列
し
て
い
る
。
ま
た
、「
俵
の
鼠
が
米
喰
っ
て
ち
ゅ
う
、
粟
喰
っ
て

ち
ゅ
う
」
と
い
う
変
形
も
あ
る
（
関
東
地
方
、『
童
謡
集
成
』）。
こ
れ
ら
を
参
考
に

し
て
考
え
る
と
、
も
っ
と
素
直
、
単
純
に
、
驚
き
あ
わ
て
る
意
の
ア
ワ
（
ヲ
）
ク

ウ
（
ク
ラ
ウ
）
の
「
泡
」
を
「
粟
」
と
取
り
、
そ
れ
が
日
々
の
生
活
に
馴
染
み
の

あ
る
「
米
」
に
転
じ
た
と
解
し
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
元
の
形
は
タ
ナ

ノ
ネ
ズ
ミ
ガ　

ア
ワ
ク
ッ
テ
で
は
な
い
か
。
タ
ナ
は
店
で
は
な
く
て
、棚
（
戸
棚
）

で
、
そ
れ
が
ネ
ズ
ミ
の
関
連
か
ら
米
俵
の
タ
ワ
ラ
に
転
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ

は
あ
ま
り
の
狂
態
に
鼠
が
当
惑
し
、驚
き
あ
わ
て
て
い
る
滑
稽
さ
を
表
し
て
い
る
。

さ
て
、
こ
こ
で
気
付
く
こ
と
は
、
今
ま
で
の
中
心
的
な
内
容
か
ら
批
評
的
、
第
三

者
的
な
口
吻
に
移
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
以
下
の
文
句
を
見
て
も
、
そ
れ
ま
で

と
違
っ
て
江
戸
語
で
は
な
く
、
現
代
語
の
感
覚
で
表
現
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え

る
。
こ
の
部
分
は
後
の
、
明
治
後
期
ご
ろ
の
追
加
と
判
断
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
後
に
、
ま
ず
チ
ュ
ウ
と
歌
い
、
続
け
て
三
回
チ
ュ
ウ
を
歌
う
。
こ
の
三
回

は
三
拍
子
で
は
な
く
、
次
に
一
拍
分
の
休
止
を
置
く
こ
と
に
よ
り
、
四
拍
子
の
韻

律
と
し
て
、
口
拍
子
を
整
え
る
。
こ
こ
で
、
意
識
的
に
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

特
別
の
意
図
を
生
じ
さ
せ
る
の
が
国
語
の
表
現
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
鼠
の
鳴
き

声
を
擬
音
的
に
表
す
だ
け
で
な
く
、特
定
の
意
味
合
い
を
そ
れ
と
な
く
漂
わ
す
。ネ

ズ
（
ミ
）
ナ
キ
は
枕
草
子
で
、
人
が
鼠
の
鳴
き
声
の
よ
う
に
口
を
す
ぼ
め
て
鳴
ら

し
て
呼
ぶ
こ
と
に
使
わ
れ
て
い
る
が
、
今
昔
物
語
（
巻
二
十
九
第
三
）
に
「
半

は
ん
じ
と
み蔀

の
あ
り
け
る
よ
り
、
鼠
鳴
き
を
出
し
て
手
を
さ
し
出
で
て
招
き
け
れ
ば
、
男
寄
り
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て
」
と
、
女
の
客
引
き
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
近
世
に
は
特
に
遊
女
が
客
を

呼
び
入
れ
る
と
き
に
こ
の
声
を
発
し
た
。
こ
こ
は
鼠
が
鳴
い
て
い
る
こ
と
に
な
っ

て
い
る
が
、女
郎
が
客
を
引
く
媚
態
の
様
子
の
雰
囲
気
を
同
時
に
漂
わ
せ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
擬
音
語
は
ク
チ
ス
イ
（
口
吸
）
を
も
表
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
三
回

の
チ
ュ
ウ
は
接
吻
の
音
を
も
意
味
し
、
夢
中
に
な
っ
て
い
る
男
女
の
切
実
な
状
態

を
暗
示
し
、
鼠
の
お
も
し
ろ
い
動
作
と
落
差
を
つ
け
、
二
重
写
し
に
す
る
表
現
効

果
を
も
た
ら
す
。
ち
な
み
に
、「
ち
ゅ
う　

ち
ゅ
う　

た
こ
か
い
な
」
は
二
つ
ず

つ
、
五
度
数
え
て
十
に
す
る
数
取
り
の
文
句
で
あ
る
が
、
意
味
の
な
い
句
で
は
な

い
。
熱
烈
な
情
が
激
し
く
、吸
付
が
ま
る
で
タ
コ
（
蛸
）
の
よ
う
だ
と
い
う
が
、タ

コ
そ
の
も
の
が
特
殊
な
女
陰
を
意
味
す
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
タ
コ
カ
イ
は
蛸た

こ
か
い開
で

あ
り
（
中
野
栄
三
、
前
掲
書
）、
カ
イ
（
女
陰
）
と
終
助
詞
カ
イ
を
掛
け
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
チ
ュ
ウ
の
畳
語
は
単
な
る
強
調
で
は
な
く
、
い
く
つ
か
の
暗
示
を

含
ま
せ
、
こ
の
歌
の
淫
靡
な
諧
調
を
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

○ 

お
と
つ
ぁ
ん
が
よ
ん
で
も　

お
っ
か
さ
ん
が
よ
ん
で
も　

い
き
っ
こ
な
ぁ
し（
よ
）

こ
の
句
は
明
治
期
の
資
料
に
は
な
く
、
第
二
次
の
や
は
り
批
評
的
な
、
観
察
的

な
追
加
で
あ
ろ
う
。
意
味
は
説
明
す
る
ま
で
も
な
く
、子
供
の
遊
び
で
も
い
い
が
、

「
丁
稚
と
小
娘
」（
前
掲
）
の
よ
う
な
、
男
女
の
若
者
が
隠
れ
て
秘
密
の
性
戯
に
ふ

け
っ
て
い
る
最
中
で
、
親
に
呼
ば
れ
て
も
行
く
は
ず
が
な
く
、
息
を
こ
ら
し
て
い

る
と
考
え
て
も
よ
い
。

○
い
ど
の
ま
わ
り
で　

お
ち
ゃ
わ
ん
か
い
た
の　

だ
あ
れ

こ
の
句
は
普
通
に
は
省
か
れ
る
こ
と
が
あ
り
（
町
田
嘉
章
、
浅
野
建
二
『
わ
ら

べ
う
た
』）、
第
三
者
の
評
語
め
い
た
口
吻
に
な
っ
て
い
る
。
第
三
次
の
補
作
、
追

加
で
あ
ろ
う
。
イ
ド
は
一
般
的
に
居
所
、
居
処
で
、
尻
の
こ
と
で
あ
り
、
京
都
で

は
現
代
で
も
オ
イ
ド
と
い
う
。
西
沢
爽
は
こ
れ
を
そ
の
意
味
に
解
し
た
上
で
、「
ゐ

ど
を
廻
し
て
」
と
も
考
え
て
か
、「
廻
す
は
輪
姦
の
意
味
に
も
考
え
ら
れ
る
」
と
述

べ
る
。
こ
の
解
釈
は
「
廻
り
を
取
る
」
か
ら
類
推
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
一
方
、

江
戸
語
で
「
廻
し
を
取
る
」
が
あ
り
、
前
者
の
語
が
後
者
の
語
の
意
味
に
使
わ
れ

る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
イ
ド
ノ
マ
ワ
リ
を
そ
の
よ
う
に
考
え
る
の
は

曲
解
で
あ
る
。
こ
の
イ
ド
ノ
マ
ワ
リ
は
江
戸
語
の
イ
ド
バ
タ
、
イ
ケ
ノ
ハ
タ
と
同

じ
意
味
で
あ
り
、
陰
門
の
ふ
ち
、
へ
り
を
指
し
て
い
る
。
次
の
オ
チ
ャ
ワ
ン
（
御

茶
碗
）
は
無
毛
の
女
陰
、
カ
ク
（
欠
）
は
割
る
で
、「
新あ

ら
ば
ち鉢
を
破わ

る
」
と
同
じ
意
味

で
あ
り
、
ハ
チ
は
や
は
り
女
陰
で
あ
る
。
こ
の
カ
ク
は
そ
れ
単
独
で
、
ま
た
、
タ

レ
（
垂
）
ヲ
カ
ク
（
掛
）、カ
ク
ヤ
ッ
カ
イ
と
と
も
に
交
合
を
意
味
す
る
。
こ
こ
は

前
の
句
と
同
じ
く
、
第
三
者
的
な
立
場
か
ら
処
女
を
犯
し
た
の
は
誰
だ
と
ひ
や
か

し
て
、
囃
し
立
て
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
自
分
の
こ
と
を
言
い
な
が
ら
、

し
ら
ば
く
れ
て
自
分
は
知
ら
な
い
、
一
体
誰
だ
と
平
気
を
装
っ
て
い
る
と
も
考
え

ら
れ
る
。

以
上
が
第
一
義
で
、
次
に
、
イ
ド
ノ
マ
ワ
リ
を
比
喩
的
に
で
は
な
く
、
そ
の
ま

ま
井
戸
の
廻
り
と
二
重
に
解
す
る
こ
と
に
よ
り
、「
井
戸
（
の
）
端
の
茶
碗
」
と
い

う
語
が
で
き
た
。
あ
る
い
は
こ
の
語
句
が
も
と
も
と
あ
っ
て
、
先
の
句
が
で
き
た

か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
句
は
井
戸
の
端
に
茶
碗
が
載
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
危
な

い
も
の
の
譬
え
に
用
い
ら
れ
る
。「
井
戸
端
の
茶
碗
、有
常
油
断
な
り
」（
柳
多
留
）

は
伊
勢
物
語
の
業
平
と
有
常
の
娘
と
の
幼
馴
染
み
の
初
恋
（
筒
井
筒
）
を
踏
ま
え

て
い
る
。
こ
の
句
は
年
頃
の
娘
の
危
う
さ
を
も
暗
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
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れ
以
上
に
、「
ち
の
字
と
め
の
字
ま
く
り
逢
ふ
筒
井
筒
」（
柳
多
留
）「
め
め
っ
こ
と

ち
ん
こ
が
井
筒
覗
い
て
る
」（
末
摘
花
）
の
よ
う
な
破ば

れ

く
礼
句
も
詠
ま
れ
た
。
イ
ド
ノ

マ
ワ
リ
以
下
の
こ
の
句
は
三
重
の
意
味
を
持
っ
て
、
想
像
が
広
が
っ
て
き
た
の
で

あ
る
。
な
お
、
こ
の
よ
う
に
、
ド
ン
ド
コ
シ
ョ
ま
で
を
本
体
、
以
下
を
後
代
の
追

補
と
し
た
場
合
、
こ
の
歌
を
当
然
、
性
意
に
解
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
歌

を
そ
の
よ
う
な
意
味
が
な
い
と
す
る
立
場
に
立
つ
な
ら
ば
、
右
の
本
体
の
句
ま
で

で
、
別
の
ま
と
ま
っ
た
構
成
、
趣
意
で
解
釈
し
通
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。

○ 

ず
い
ず
い　

ず
っ
こ
ろ
ば
し
／
ご
ま
み
そ　

ず
い
／
な
ん
べ
ん
や
っ
て
も　

と
っ
ぴ
っ
し
ゃ
ん
／
や
め
た
ら　

ど
ん
ど
こ
し
ょ
／
こ
た
つ
の　

こ
ね
こ
が
／

こ
ろ
ん
で　

ニ
ャ
ア
／
ニ
ャ
ア　

ニ
ュ
ア　

ニ
ャ
ア
／
と
だ
な
の　

ね
ず
み
が

／
そ
れ
き
い
て　

た
ま
げ
て
／
こ
し
ぬ
か
し
た
よ

第
四
次
の
追
加
と
い
う
べ
き
も
の
が
、
こ
の
二
番
の
歌
詞
で
あ
る
、
こ
れ
は
一

般
的
に
は
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、
そ
の
成
立
に
つ
い
て
調
べ
た
結
果
は
次
の
通
り

で
あ
る
。
昭
和
三
十
年
に
岡
田
和
夫
編
『
日
本
民
謡
合
唱
集
』（
飯
塚
書
店
）
が

刊
行
さ
れ
、
二
番
の
歌
詞
が
掲
載
さ
れ
た
。
こ
れ
が
初
見
だ
が
、
こ
の
作
者
に
つ

い
て
は
不
明
で
あ
る
。
一
方
、
戦
後
ま
も
な
く
「
う
た
ご
え
運
動
」
が
働
く
若
者

が
中
心
に
な
っ
て
起
り
、
同
三
十
年
代
半
ば
に
最
盛
期
を
迎
え
た
が
、
こ
の
周
辺

か
ら
、
こ
の
二
番
の
歌
詞
が
生
ま
れ
た
と
い
う
説
が
あ
る
（
上
笙
一
郎
編
『
日
本

童
謡
事
典
』）。
こ
れ
が
事
実
で
あ
れ
ば
、
右
の
『
日
本
民
謡
合
唱
集
』
の
発
行
の

時
期
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
。
そ
の
後
、
同
四
十
八
年
ご
ろ
に
キ
ン
グ
レ
コ
ー
ド
が
レ

コ
ー
ド
ア
ル
バ
ム
集
『
美
し
き
日
本
の
歌
』
を
刊
行
し
、そ
の
『
幼
き
日
の
調
べ
』

の
中
に
一
、二
番
を
三
橋
少
年
民
謡
隊
が
歌
っ
て
い
る
。
続
い
て
、『
日
本
唱
歌
童

謡
集
』（
昭
和
五
十
二
年
、
飯
塚
書
店
）
に
、「
日
本
古
謡　

岡
田
和
夫
編
曲
」
と

し
て
収
ま
り
、
カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
『
わ
ら
べ
う
た
ベ
ス
ト
30
』（
平
成
十
一
年
、
キ

ン
グ
レ
コ
ー
ド
）
に
も
収
録
さ
れ
た
。
以
上
に
よ
り
、
こ
の
作
者
も
年
代
も
確
定

で
き
な
い
が
、
言
葉
遣
い
や
発
想
が
よ
り
現
代
風
で
作
為
的
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

昭
和
三
十
年
ご
ろ
に
岡
田
和
夫
、
あ
る
い
は
そ
の
周
辺
の
好
事
家
が
補
作
し
た
と

い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

こ
の
歌
詞
を
読
む
と
性
の
意
味
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
、
こ
の
こ

と
か
ら
、本
来
の
一
番
の
歌
詞
も
そ
の
よ
う
に
解
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

た
だ
、
こ
こ
の
ヤ
メ
タ
ラ
は
一
番
の
ヌ
ケ
タ
ラ
を
江
戸
語
で
は
な
く
、
現
代
語
の

感
覚
で
解
い
て
い
る
が
、
止
む
を
得
な
い
。
鼠
の
代
り
に
猫
を
登
場
さ
せ
、
コ
ロ

ン
デ
と
し
た
こ
と
は
一
番
の
コ
メ
ク
ッ
テ
を
簡
単
に
あ
わ
て
る
と
考
え
た
か
ら
で

あ
ろ
う
。
タ
ワ
ラ
ノ
ネ
ズ
ミ
に
対
し
て
ト
ダ
ナ
ノ
ネ
ズ
ミ
と
し
た
の
も
、
よ
り
分

り
や
す
く
仕
上
げ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ネ
ズ
ミ
が
タ
マ
ゲ
テ　

コ
シ
ヌ
カ
シ
タ
と
い

う
の
も
、
よ
り
お
も
し
ろ
さ
を
引
き
立
て
よ
う
と
し
た
。
総
じ
て
、
こ
の
二
番
は

一
番
の
内
容
を
な
ぞ
っ
て
、
別
の
簡
明
な
言
葉
に
言
い
換
え
た
だ
け
で
、
新
し
い

独
自
の
発
想
に
は
欠
け
て
い
る
。

以
上
の
通
り
、一
語
一
句
ご
と
に
、ま
た
、違
っ
た
歌
詞
を
比
較
対
照
さ
せ
な
が

ら
、
詳
細
に
分
析
し
、
解
釈
し
て
き
た
。
こ
の
歌
は
支
離
滅
裂
で
も
、
不
可
解
で

も
、
無
意
味
で
も
な
く
、
前
後
に
矛
盾
な
く
、
整
合
し
て
一
貫
し
た
物
語
を
な
し

て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
た
。
し
か
も
、
わ
ら
べ
歌
特
有
の
動
作
、
遊
戯
を
伴
っ

て
い
て
、
そ
の
指
の
動
き
が
歌
の
内
容
に
合
っ
て
い
る
こ
と
も
確
認
で
き
た
。
こ

れ
は
決
し
て
も
と
か
ら
子
供
が
歌
っ
て
き
た
歌
で
も
、子
供
ら
し
い
歌
で
も
な
い
。
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ま
し
て
子
供
が
作
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
西
沢
爽
の
言
う
よ
う
に
「
江
戸
の

私
娼
窟
の
岡
場
所
あ
た
り
の
戯
れ
唄
だ
っ
た
の
が
、子
供
達
へ
伝
播
し
た
た
め
、元

の
歌
詞
が
転
訛
し
、
意
味
不
明
の
歌
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
す
る
の
が
妥
当
で

あ
る
。
大
人
が
世
間
に
持
ち
込
み
、
子
供
が
そ
れ
を
聞
い
て
、
韻
律
の
お
も
し
ろ

さ
と
難
し
い
言
葉
か
ら
興
味
を
持
っ
て
、
子
供
に
分
る
言
葉
に
置
き
換
え
て
、
指

遊
び
の
唄
、
鬼
決
め
の
唄
と
し
て
、
歌
い
、
遊
び
な
が
ら
広
が
っ
て
い
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。

（
5
）
類
歌
に
よ
る
検
証

「
ず
い
ず
い
ず
っ
こ
ろ
ば
し
」に
は
こ
れ
を
元
歌
と
し
て
相
似
た
歌
詞
の
類
歌
が

数
多
く
あ
り
、
全
国
に
分
布
し
て
い
る
。
こ
れ
を
見
る
に
は
、
尾
原
昭
夫
編
『
日

本
の
わ
ら
べ
う
た
室
内
遊
戯
歌
編
』（
昭
和
四
十
七
年
）
と
『
日
本
わ
ら
べ
歌
全

集
』
全
二
十
七
巻
三
十
九
冊
（
昭
和
五
十
四
年
〜
平
成
四
年
）
が
便
利
で
あ
る
。

そ
れ
ら
は
や
は
り
指
遊
び
唄
、
鬼
決
め
唄
で
、
指
の
使
い
方
も
元
歌
と
変
り
は
な

い
。
そ
の
歌
詞
を
詳
し
く
読
解
す
る
こ
と
に
よ
り
、「
ず
い
ず
い
ず
っ
こ
ろ
ば
し
」

の
本
来
の
意
味
が
よ
り
明
確
に
さ
れ
て
く
る
。
以
下
、
両
書
か
ら
引
例
し
て
、
解

釈
し
て
い
く
。

○
か
ら
す
ぼ
う
、
と
ち
ぐ
る
ま
、
ど
ん
ぶ
り
ば
ち

「
か
ら
す
ぼ
う
に
ぬ
か
れ
て　

と
ち
ぐ
る
ま
」（
長
野
）「
か
ら
す
ぼ
う
に
追
わ
れ

て　

と
ち
ぐ
る
ま
」（
静
岡
）
は
、
前
述
の
『
時
代
子
供
う
た
』
と
『
東
京
風
俗

志
』
の
歌
詞
が
入
り
混
じ
っ
て
い
る
。
カ
ラ
ス
ボ
ウ
、
ヌ
カ
レ
テ
、
ト
チ
グ
ル
マ

と
、元
歌
の
中
心
語
を
使
っ
て
意
味
は
通
っ
て
い
る
。「
ど
ん
ぶ
り
ば
ち
し
ょ　

い

ち
く
に
く
な
め
た
か
…
そ
ら
ぬ
け
た　

た
の
す
け
よ
」（
群
馬
）
の
ド
ン
ブ
リ
バ
チ

（
鉢
）は
女
陰
の
隠
語
で
あ
る
。
イ
チ
ク
ニ
ク
の
ク
は
口
の
意
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る

い
は
、
イ
ッ
チ
ク
を
一
と
解
し
、
二
を
ニ
ク
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。「
ず
い
ず
い
く

る
ま
の
は
か
た
ご
ま　

こ
の
ち
ょ
へ
あ
わ
せ
て　

あ
わ
す
か
ぽ
ん
」
の
ク
ル
マ
は

ト
チ
グ
ル
マ
か
ク
ル
ワ
（
廓
）
で
あ
り
、
ハ
カ
タ
ゴ
マ
は
こ
ぶ
し
の
大
き
さ
の
蓮

の
房
の
形
を
し
た
木
製
の
こ
ま
の
こ
と
で
、
握
っ
た
こ
ぶ
し
の
比
喩
で
あ
る
。
そ

れ
を
チ
ョ
と
表
し
て
い
る
が
、
チ
ョ
は
チ
ョ
（
ン
）
コ
、
チ
ャ
（
ン
）
コ
と
同
じ

く
女
陰
で
、
ア
ワ
セ
テ
は
ア
ウ
（
合
）
を
含
み
、
交
合
の
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

○
「
い
っ
ち
く
た
っ
ち
く
」
の
歌

『
童
謡
集
（
童
謡
古
謡
）』
に
も
収
め
ら
れ
る
「
い
っ
ち
く
た
っ
ち
く
」
は
片
足

飛
び
唄
で
、
こ
れ
が
後
に
鬼
決
め
唄
に
な
り
、
広
く
分
布
し
て
い
る
。『
時
代
子
供

う
た
』
で
は
、
次
の
通
り
に
な
っ
て
い
る
。

い
っ
ち
く
た
っ
ち
く　

太た

右え

も

ん
衛
門
殿ど
の

の
乙
姫
様
は
／
湯ゆ
う
や屋
で
押
さ
れ
て
泣
く

声
聞
け
ば
／
ち
ん
ち
ん
も
ぐ
も
ぐ　

お
し
や
り
こ
し
ァ
り
い
こ

イ
ッ
チ
ク
タ
ッ
チ
ク
は
歌
い
出
し
の
句
と
し
て
軽
や
か
で
明
る
い
調
子
の
よ
い

韻
律
で
あ
る
が
、
は
っ
き
り
し
た
意
味
は
不
明
で
あ
る
。
次
の
タ
エ
モ
ン
を
引
き

出
す
た
め
の
序
詞
的
な
言
葉
で
あ
ろ
う
か
。
タ
エ
モ
ン
は
タ
ヘ
モ
ノ
（
妙
者
）
で
、

美
し
い
娘
、
よ
い
女
の
こ
と
で
、
柳
多
留
、
膝
栗
毛
、
浮
世
風
呂
な
ど
に
多
く
の

用
例
が
あ
る
。
潁
原
退
蔵
は
「
牡
丹
屋
太
右
衛
門
の
花
壇
が
名
高
く
な
っ
た
寛
政

頃
の
文
献
か
ら
見
え
る
点
で
、
牡
丹
の
美
し
さ
に
比
す
る
意
で
言
出
し
た
言
葉
で

あ
る
ま
い
か
」
と
い
う
（『
川
柳
雑
俳
用
語
考
』）。
ユ
ウ
ヤ
は
銭
湯
、風
呂
屋
の
こ

と
で
、
江
戸
時
代
、
男
女
入
込
浴
と
い
っ
て
、
混
浴
の
時
期
が
あ
り
、
狭
い
上
に

暗
く
、
騒
々
し
く
、
風
紀
上
よ
く
な
か
っ
た
。
こ
こ
は
、
押
さ
れ
も
が
い
て
、
よ

が
り
泣
い
て
い
る
と
も
解
釈
で
き
る
。
湯
女
風
呂
も
で
き
て
お
り
、
遊
興
的
な
一
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面
も
あ
っ
た
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、
オ
サ
レ
テ
の
代
り
に

モ
マ
レ
テ
（
揉
）
と
い
う
形
も
あ
る
が
（
千
葉
、『
童
謡
集
成
』）、
よ
り
真
に
迫
っ

て
い
る
。
ま
た
、「
茶
ぽ
壷
」
と
歌
い
出
す
地
方
も
あ
り
（
栃
木
、
同
）、
こ
の
歌

の
一
定
し
た
受
け
止
め
方
が
う
か
が
え
る
。「
陸
中
国
盛
岡
雑
謡
」
で
は
「
ほ
ッ
ぷ

く
ほ
ッ
ぷ
く
」
と
歌
い
出
し
、「
ち
ゃ
う
す
の
茶
釜
に
毛
が
モ
ッ
ク
と
は
い
の
す

け
」
と
い
う
類
歌
が
あ
る
（『
続
日
本
民
謡
全
集
』）。
チ
ャ
ウ
ス
と
チ
ャ
ガ
マ
は
女

陰
で
、
モ
ッ
ク
ト
は
岩
手
の
方
言
で
、
む
っ
く
り
、
た
く
さ
ん
と
い
う
意
味
で
あ

る
。
イ
ッ
チ
ク
タ
ッ
チ
ク
の
歌
は
軽
快
に
、
片
足
で
飛
ぶ
よ
う
に
遊
ぶ
歌
が
起
源

で
あ
る
が
、
握
り
こ
ぶ
し
の
指
遊
び
唄
に
な
っ
た
た
め
か
、
だ
ん
だ
ん
露
骨
に
卑

猥
に
落
ち
て
い
く
。
こ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
元
歌
の
性
格
も
考
え
て
み
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

次
の
チ
ン
チ
ン
モ
グ
モ
グ
は
チ
ン
チ
ン
と
い
う
語
を
も
と
に
し
て
、
チ
ン
チ
ン

カ
モ
、チ
ン
チ
ン
モ
（
ン
）
グ
ラ
、チ
ン
チ
ン
モ
（
ン
）
ガ
モ
（
ン
）
ガ
、チ
ン
チ

ン
オ
テ
マ
ク
ラ
（
手
枕
）、
チ
ン
チ
ン
コ
ッ
テ
リ
、
チ
ン
チ
ン
ス
ル
な
ど
の
語
や
、

チ
ン
チ
ン
カ
モ
ノ
ア
ジ
、
チ
ン
チ
ン
ア
ヒ
ル
、
チ
ン
チ
ン
マ
ツ
リ
な
ど
、
も
じ
っ

た
語
が
派
生
し
て
、
す
べ
て
男
女
が
睦
み
合
う
こ
と
、
仲
の
よ
い
情
交
を
意
味
す

る
。
オ
シ
ャ
リ
コ
、
シ
ャ
リ
イ
コ
は
シ
音
と
ヒ
音
の
混
同
か
ら
オ
ヒ
ヤ
リ
コ
、
ヒ

ヤ
リ
コ
と
も
い
う
。
オ
ヒ
ャ
ル
は
お
だ
て
る
、
な
ぶ
る
こ
と
で
、
こ
こ
は
お
だ
て

て
な
ぶ
り
も
の
に
し
て
い
る
状
態
を
意
味
し
よ
う
。『
東
京
の
わ
ら
べ
歌
』
で
は
、

こ
の
代
り
に
「
し
っ
し　

し
ら
の
貝　

ほ
っ
ほ　

ほ
ら
の
貝
」
と
あ
る
。
こ
の
シ

シ
、
カ
イ
、
ホ
ラ
（
ノ
）
カ
イ
は
江
戸
語
で
は
ど
れ
も
女
陰
を
表
す
秘
語
で
あ
る
。

「
乙
姫
さ
ん
が
ね
、
ち
ん
か
ら
ぼ
う
に
、
負ほ

ば

さ
れ
て　

泣
く
声
き
け
ば
、
ほ
っ
ほ
、

法ほ

ら螺
の
貝
」（
群
馬
、『
童
謡
集
成
』）
の
チ
ン
カ
ラ
ボ
ウ
は
元
歌
の
別
語
カ
ラ
ス
ボ

ウ
と
チ
ン
チ
ン
カ
モ
の
合
成
語
で
あ
ろ
う
。
ホ
バ
サ
レ
テ
は
不
詳
だ
が
、「
負
」
の

漢
字
か
ら
意
味
は
分
る
。
ホ
ラ
ノ
カ
イ
は
ホ
ラ
ガ
イ
で
現
代
の
隠
語
と
し
て
大
き

な
女
陰
を
表
し
、全
体
と
し
て
卑
猥
な
こ
と
を
歌
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に「
い
っ

ち
く
た
っ
ち
く
」
の
歌
は
全
体
と
し
て
美
し
い
娘
が
い
じ
め
ら
れ
て
い
る
様
子
を

歌
い
、
や
は
り
性
意
を
含
ん
だ
も
の
と
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

○
東
西
、
井
戸
端
の
茶
碗
、
花
が
咲
く

「
い
っ
ち
く
た
っ
ち
く
…
東
西
ま
く
ら
で
銭ぜ

に

せ
い
て　

金
せ
い
て　

お
チ
ョ
ン

チ
ョ
ン
車
の　

こ
す
ず
小
山
の　

松
竹
の
け
ろ
ォ
」（
千
葉
）
の
ト
ウ
ザ
イ
と
マ
ツ

タ
ケ
は
男
根
の
こ
と
だ
が
、
前
者
は
興
行
物
の
言
葉
か
も
し
れ
な
い
。
オ
チ
ョ
ン

チ
ョ
ン
は
女
陰
、（
オ
）
ス
ズ
（
鈴
）
は
ス
ズ
グ
チ
（
鈴
口
）
と
と
も
に
亀
頭
の

隠
語
で
あ
る
。
セ
イ
テ
は
セ
ク
で
急
か
す
、
促
す
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
露
骨

な
言
葉
を
並
べ
て
、
隠
喩
的
な
表
現
を
し
て
い
る
が
、
全
体
の
意
味
は
お
お
む
ね

通
っ
て
い
る
。
ま
た
、
同
じ
千
葉
で
「
お
っ
ち
ょ
ん
ち
ょ
ん
ぐ
る
ま
の　

松
の
花

　

咲
い
た
か
咲
か
ね
か
」（『
童
謡
集
成
』）
と
あ
る
。
マ
ツ
は
マ
ツ
タ
ケ
の
異
名
で

あ
る
が
、
ハ
ナ
サ
ク
に
は
別
の
意
味
が
あ
る
（
後
述
）。「
…
東
西
ざ
く
ら　

い
ろ

さ
し
名
乗
れ
ば　

子
ど
も
衆
も
チ
ョ
イ
チ
ョ
イ　

抜
け
ろ
抜
け
ろ
」（
長
野
）
は
ト

ウ
ザ
イ
と
ヌ
ク
が
あ
り
、
チ
ョ
イ
チ
ョ
イ
は
や
は
り
女
陰
で
あ
る
。
東
西
ざ
く
ら

の
ザ
ク
ラ
は
ザ
ク
ロ
（
女
陰
）
の
転
訛
で
あ
ろ
う
。「
お
ち
ん
ち
ん　

こ
ろ　

お
ま

ん
ま
ん　

こ
ろ
」（
静
岡
、『
日
本
歌
謡
集
成
』
十
二
）
も
あ
る
。

「
井
戸
の
は
た
の
茶
碗
は　

あ
ぶ
な
い
茶
碗
で　

麦
の
粉
に
花
が
咲
い
て
…
抜

け
た
」（
鳥
取
）
は
一
読
し
て
分
り
に
く
い
が
、鍵
と
な
る
言
葉
が
散
り
ば
め
ら
れ

て
い
る
。「
男
髷ま

げ

や
め
ね
ば
な
ら
ぬ
花
が
咲
き
」（
柳
多
留
）「
初
花
が
咲
い
て
母
親

垣
を
ゆ
ひ
」（
同
）
の
ハ
ツ
ハ
ナ
、（
ハ
ツ
）
ハ
ナ
ガ
サ
ク
は
初
潮
を
見
る
こ
と
で
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あ
り
、
右
の
語
句
は
「
あ
ぶ
な
い
」
思
春
期
で
、
母
親
の
監
視
が
厳
し
く
な
っ
た

こ
と
を
い
う
。
ま
た
、
ム
ギ
は
こ
の
場
合
、
現
代
の
隠
語
と
し
て
、
バ
ク
（
麦
の

音
読
み
）、
オ
シ
ム
ギ
（
押
麦
）
と
と
も
に
女
陰
を
表
す
。「
麦
の
粉
」
の
「
粉
」

は
余
計
な
言
葉
で
、単
純
に
「
豆
に
花
咲
く
と
小
豆
の
飯
を
焚
き
」（
同
）
と
同
じ

構
造
と
考
え
れ
ば
よ
い
。
こ
れ
に
続
い
て
、
元
歌
と
同
じ
く
ヌ
ケ
タ
が
あ
り
、
こ

れ
で
全
体
の
意
味
が
推
測
で
き
よ
う
。
こ
の
類
歌
と
し
て
、「
井
戸
端
の
茶
碗
か

け
、
危
い
の
ん
の
、
野
菊
の
花
が
咲
い
た
か
咲
か
ぬ
か　

ま
だ　

わ
し
ゃ
知
ら
ぬ

　

ち
ょ
こ
つ
ん　

ぬ
け
ろ
」（
埼
玉
、『
童
謡
集
成
』）
が
あ
る
。
麦
が
野
菊
に
変
っ

た
だ
け
で
、
基
本
の
構
成
は
同
じ
で
あ
る
が
、「
ま
だ
わ
し
ゃ
知
ら
ぬ
」
が
思
わ
せ

ぶ
り
で
、陰
湿
で
あ
る
。
チ
ョ
コ
ツ
ン
は
少
し
の
意
の
副
詞
と
も
と
れ
る
が
、（
オ
）

チ
ョ
コ
（
猪
口
）
で
女
陰
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、「
…
乙
姫
さ
ま
ら
は

　

鬼
に
追
わ
れ
て
…
畑
の
ね
ず
み
が
麦
食
っ
た
ポ
イ　

抜
け
た
か
ポ
イ
」（
栃
木
）

の
ム
ギ
ク
ウ
は
元
歌
の
「
米
食
う
」
の
変
化
か
も
し
れ
な
い
が
、
次
の
ヌ
ケ
タ
に

よ
っ
て
別
の
意
味
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、「
池
の
は
た
へ
茶
碗
置
い
て　

あ
ぶ
な

い
も
の
だ
よ
」（
福
井
）、「
お
か
み
さ
ん　

お
か
み
さ
ん　

井
戸
端
茶
碗
お
い
て　

あ
ぶ
な
い
と　

抜
け
た
と
せ
」（
静
岡
）
も
前
述
の
イ
ド
バ
タ
ノ
チ
ャ
ワ
ン
が
歌
わ

れ
、
筒
井
筒
の
子
供
の
幼
い
恋
を
や
は
り
暗
示
す
る
。
こ
の
種
の
歌
は
千
葉
、
山

梨
に
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
（『
童
謡
集
成
』）、「
あ
ぶ
な
い
」
と
と
も
に
、
同
じ

よ
う
に
、
ヌ
ケ
タ
も
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
元
歌
の
趣
意
を
踏
ま
え
て
い
る
。

「
東
西
見
つ
け
た　

鬼
と
さ
か
ず
き　

な
る
て
ん
と
」（
島
根
）
は
ト
ウ
ザ
イ
が
あ

り
、
サ
カ
ズ
キ
（
杯
）
は
や
は
り
女
陰
の
隠
語
で
あ
る
。

○
中
世
の
童
謡
の
断
片

「
じ
っ
ぽ
う
は
っ
ぽ
う
」
と
い
っ
て
、
中
世
か
ら
歌
わ
れ
た
童
謡
が
あ
り
、
そ
の

断
片
が
残
る
と
さ
れ
る
類
歌
（
尾
原
昭
夫
）
も
よ
く
注
意
す
る
と
、破
礼
句
を
含
ん

で
い
る
。「
い
っ
ぷ
く
て
っ
ぷ
く　

ま
め
だ
か
よ
だ
か　

咲
い
た
か
つ
ぼ
ん
だ
か　

ご
し
ょ
う
ぐ
る
ま
に　

ほ
っ
か
い
ほ
ろ
ほ
ろ　

手
い
れ
て
み
た
ら　

あ
ぶ
ら
し
っ

か
の
し
か　

か
わ
ら
け
ば
か
り
が　

つ
え
の
し
シ
ャ
ッ
ポ
」（
山
口
）
に
つ
い
て
、

マ
メ
ダ
カ
の
マ
メ
（
豆
）
は
陰
核
、
転
じ
て
女
陰
の
秘
語
で
、
マ
メ
イ
リ
（
豆
炒
）

は
情
交
を
表
す
。
ヨ
ダ
カ
（
夜
鷹
）
は
夜
の
最
下
等
の
私
娼
、
ホ
ッ
カ
イ
ホ
ロ
ホ

ロ
は
古
事
記
（
大
国
主
神
）
の
「
内
は
ほ
ら
ほ
ら
、
外
は
ず
ぶ
ず
ぶ
」
を
類
推
さ

せ
る
か
。
カ
ワ
ラ
ケ
は
無
毛
の
女
陰
で
あ
る
。
サ
イ
タ
カ
ツ
ボ
ン
ダ
カ
は
サ
イ
ダ

カ
ツ
ム
ダ
カ
と
い
う
形
も
あ
り
（
全
集
）、何
か
意
味
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
大

ま
か
な
内
容
は
と
れ
そ
う
で
、
こ
の
よ
う
な
思
わ
せ
ぶ
り
で
露
骨
な
歌
が
わ
ら
べ

歌
と
し
て
残
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
ゴ
シ
ョ
ウ
グ
ル
マ
は
後
生
車
の

こ
と
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
標
柱
に
南
無
阿
弥
陀
佛
と
記
し
、
下
の
方
を
く
り
抜

い
て
、
車
井
戸
の
車
輪
の
よ
う
な
も
の
を
は
め
込
み
、
こ
れ
を
廻
し
な
が
ら
亡
く

な
っ
た
人
の
菩
提
を
弔
う
も
の
で
あ
る
。
山
口
県
に
確
か
に
あ
る
が
、
岩
手
、
宮

城
、
山
形
県
な
ど
東
北
地
方
に
多
く
見
ら
れ
る
。
こ
の
語
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を

持
つ
か
、
推
測
で
き
な
い
こ
と
は
な
い
が
、
未
だ
確
言
で
き
な
い
。

同
じ
く
、「
い
に
ふ
に
だ
し
」
と
い
う
中
世
の
童
謡
の
類
歌
で
、「
ひ
に
ふ
に
だ
る

ま
ど
ん
が　

夜
も
昼
も　

赤
い
頭
巾
か
ず
き
と
お
し
も
う
し
た
」 （
京
都
、
大
阪
、

『
守
貞
漫
稿
』）
の
ダ
ル
マ
は
私
娼
、
ズ
キ
ン
は
白
手
拭
を
頭
に
被
っ
て
い
た
ヨ
タ

カ
や
前
述
の
黒
頭
巾
の
カ
ラ
ス
の
類
推
に
よ
る
語
で
あ
ろ
う
。「
ひ
い
ふ
う
ひ
ん
だ

り　

だ
る
ま
の
だ
っ
ち
ゃ
ー　

き
ん
た
ま
し
し
に
く
わ
れ
て　

し
っ
し
ら
し
の　

し
し
の
け
」（
岩
手
）
は
、
ダ
ル
マ
、
キ
ン
タ
マ
、
シ
シ
、
シ
シ
ノ
ケ
と
下
品
な
言

葉
が
並
ん
で
い
る
。
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○
「
ジ
ョ
イ
タ
カ
ケ
ン
ポ
」

「
ジ
ョ
イ
タ
カ
ケ
ン
ポ
」
と
い
う
鬼
決
め
唄
が
鹿
児
島
の
三
地
域
で
伝
え
ら
れ
、

元
歌
と
同
じ
く
握
り
こ
ぶ
し
を
使
う
。
そ
の
う
ち
、
比
較
的
分
り
や
す
い
肝
属
郡

串
良
町
（
現
、
鹿
屋
市
）
の
歌
を
挙
げ
る
。

ソ
イ
ダ
カ
ケ
ン
ブ
シ　

豆
ち
ゃ
ん
に
長
次
郎　

長
次
郎
が
母か

か

は　

き
ど
豆

チ
ャ
ン
ゴ
メ　

イ
ッ
ク
イ
チ
ャ
ッ
ク
イ　

大で
ぶ
つ福
殿ど
ん

の
お
か
げ
で　

の
し
ゃ
ら

ん
せ

キ
ド
豆
の
キ
ド
は
珍
し
い
と
い
う
意
味
の
方
言
、
マ
メ
は
陰
核
で
あ
る
。
チ
ャ

ン
ゴ
メ
は
「
あ
る
種
の
隠
語
」
と
注
が
あ
り
、
前
述
の
チ
ャ
コ
、
チ
ャ
ン
コ
と
同

じ
く
女
陰
で
あ
る
。
イ
ッ
ク
イ
チ
ャ
ッ
ク
イ
は
前
述
の
イ
ッ
チ
ク
タ
ッ
チ
ク
の
訛

り
か
も
し
れ
な
い
。
デ
ブ
ッ
ド
ン
は
方
言
で
「
大
黒
様
」（
大
黒
天
）
の
こ
と
で
、

こ
れ
は
「
性
神
的
」
な
要
素
を
持
ち
（
樋
口
清
之
『
笑
い
と
日
本
人
』）、
男
根
を

象
徴
し
て
い
る
（
西
岡
秀
雄
『
図
説
性
の
神
々
』）
と
解
釈
で
き
る
。
ノ
シ
ャ
ラ
ン

セ
は
南
九
州
の
方
言
で
幸
運
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
、
注
に
「
い
い
目
を
見
な
さ

い
」
と
あ
る
。
以
上
に
よ
っ
て
大
体
の
意
味
が
理
解
で
き
よ
う
。

○
「
つ
ぶ
や　

つ
ぶ
や
」

「
つ
ぶ
や　

つ
ぶ
や
」
は
北
海
道
、
東
北
、
東
海
地
方
で
元
歌
に
代
る
わ
ら
べ
歌

と
し
て
伝
承
さ
れ
て
い
る
。

つ
ぶ
や　

つ
ぶ
や　

豆
つ
ぶ
や
／
醤
油
で
煮
つ
け
て　

あ
が
ら
ん
せ
／
ど
う

も　

ど
う
も　

し
ょ
っ
ぱ
い
な
（
青
森
）

つ
ぶ
や
つ
ぶ
や　

ぬ
け
つ
ぶ
や
／
去
年
の
春　

行
っ
た
れ
ば
／
か
ら
す
と
い

う　

ば
か
烏
に
／
ズ
ッ
ク
リ
モ
ッ
ク
リ　

刺
さ
れ
た
（
宮
城
）

こ
の
ツ
ブ
は
田た

に
し螺
（
巻
貝
）
の
こ
と
で
、
現
在
も
全
国
で
方
言
と
し
て
使
わ
れ

て
い
る
。
握
り
こ
ぶ
し
を
田
螺
に
見
立
て
て
、指
を
刺
し
て
鬼
を
決
め
る
と
き
に
、

元
歌
と
同
じ
よ
う
に
歌
わ
れ
る
。
右
の
前
者
は
特
に
意
味
の
な
い
歌
で
あ
る
が
、

後
者
は
ど
こ
か
隠
喩
的
な
意
味
合
い
が
含
ま
れ
て
い
そ
う
で
あ
る
。『
角
川
古
語
大

辞
典
』
に
よ
れ
ば
、
タ
ニ
シ
の
古
名
は
タ
ツ
ビ
、
タ
ツ
ボ
で
あ
り
、
巻
貝
の
総
称

で
あ
る
ツ
ビ
が
「
同
源
」
と
し
て
女
陰
を
意
味
し
た
。
ま
た
、タ
ツ
ブ
と
も
い
い
、

カ
タ
ツ
ブ
リ
は
カ
タ
ツ
ビ
と
も
い
う
。『
日
本
方
言
大
辞
典
』
に
よ
る
と
、タ
に
ツ

ブ
や
ツ
ボ
が
つ
い
た
語
、
ツ
ブ
に
ド
ン
や
メ
が
つ
い
た
形
が
多
く
収
録
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
タ
ニ
シ
を
女
陰
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
次
の
マ

メ
ツ
ブ
、
ヌ
ケ
ツ
ブ
の
他
に
、
ム
キ
ツ
ブ
（
剥
）
の
形
も
あ
り
（『
新
講
わ
ら
べ
唄

風
土
記
』）、
転
訛
で
あ
っ
て
も
共
通
の
意
味
を
保
っ
て
い
よ
う
。

こ
の
タ
ニ
シ
は
川
柳
の
題
材
に
好
ま
れ
、「
田
螺
ば
っ
か
り
拾
ふ
十
三
」（
末
摘

花
）
は
「
十
三
ぱ
っ
く
り
毛
十
六
」（
同
）
を
利
か
せ
た
と
さ
れ
る
。
従
っ
て
、カ

ラ
ス
は
こ
の
場
合
は
黒
い
こ
と
か
ら
男
を
指
し
、
ズ
ッ
ク
リ
モ
ッ
ク
リ
は
擬
態
語

で
あ
る
。
以
上
に
よ
っ
て
、
こ
の
歌
は
、
タ
ニ
シ
を
茶
壷
と
同
じ
く
、
物
と
し
て

握
り
こ
ぶ
し
の
比
喩
と
解
釈
す
る
だ
け
で
は
表
面
的
で
浅
い
。
全
体
を
見
れ
ば
今

ま
で
挙
げ
て
き
た
歌
と
同
じ
よ
う
に
性
意
で
取
る
の
が
自
然
で
は
な
か
ろ
う
か
。

○
チ
ン
ボ
ラ
ー

『
沖
縄
の
わ
ら
べ
歌
』
に
よ
る
と
、「
い
っ
ち
く
た
っ
ち
く
」
系
の
歌
が
い
く
つ
か

採
取
さ
れ
て
い
て
、
指
遊
び
は
元
歌
と
同
じ
で
鬼
決
め
唄
で
あ
る
。
た
だ
し
、
意

味
不
明
と
す
る
も
の
が
多
く
、こ
こ
で
は
代
表
的
な
那
覇
市
首
里
の
歌
を
掲
げ
る
。

い
っ
ち
く　

た
っ
ち
く
／
十じ

ュ
ー
に二
が
ふ
い
が
ー
／
ち
く
む
く　

チ
ン
ボ
ラ
ー
が

／
御う

ど
ウ
ン殿
ぬ　

後く
ん

ん
じ
／
ふ
ー
る
が　

や
い

チ
ン
ボ
ラ
ー
と
は
「
沖
縄
の
浜
で
は
、ど
こ
で
も
見
ら
れ
る
…
小
さ
な
巻
貝
」
で



（22） 童謡・わらべ歌新釈（下） 265

「
ち
ょ
こ
ん
と
突
立
っ
て
い
る
」
と
い
わ
れ
る
。
ジ
ュ
ウ
ニ
は
十
二
歳
で
、イ
ッ
チ

ク
タ
ッ
チ
ク
の
歌
か
ら
若
い
娘
と
考
え
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
か
。
チ
ク
ム
ク　

チ
ン

ボ
ラ
ー
は
「
み
だ
れ
髪
」
と
い
う
説
が
あ
る
（
島
袋
全
發
『
沖
縄
童
謡
集
』）。
ウ

ド
ウ
ン
は
御
殿
と
漢
字
表
記
が
あ
る
よ
う
に
、御
殿
、豪
邸
で
あ
る
が
、フ
ー
ル
は

便
所
と
い
う
意
味
が
あ
る
（『
沖
縄
語
辞
典
』）。
し
か
し
、こ
れ
だ
け
で
こ
の
一
首

を
解
釈
す
る
の
は
不
可
能
で
、
現
在
も
意
味
不
明
と
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
イ
ッ

チ
ク
タ
ッ
チ
ク
の
歌
い
出
し
の
句
、
巻
貝
と
娘
、
ま
た
指
遊
び
の
動
作
か
ら
、
元

歌
と
何
ら
か
関
連
し
た
意
味
は
本
来
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
他
に
『
日
本
わ
ら
べ
歌
全
集
』
で
各
県
の
こ
の
類
歌
を
調
べ
て
い
く
と
、同

種
の
も
の
で
省
略
し
た
も
の
が
多
く
、
形
が
変
化
し
て
、
そ
の
土
地
の
方
言
ら
し

い
言
葉
で
綴
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
書
の
語
釈
に
は
既
に
意
味
不
明
と
さ
れ
る
も
の

が
多
く
、
こ
れ
以
上
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
と
は
云
え
、
こ
れ
だ
け

の
説
明
か
ら
だ
け
で
も
、「
ず
い
ず
い
ず
っ
こ
ろ
ば
し
」
が
転
訛
、
派
生
し
た
類
歌

と
元
歌
と
の
根
源
の
捉
え
方
は
基
本
的
に
同
じ
で
あ
っ
て
、
拙
論
の
補
強
に
な
っ

て
い
る
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

（
6
）
お
わ
り
に

わ
ら
べ
歌
は
必
ず
し
も
子
供
が
作
り
、伝
え
て
い
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、

い
つ
も
素
直
で
明
る
く
、か
わ
い
ら
し
い
も
の
で
も
な
い
。子
供
の
持
つ
性
質
と
同

じ
く
、
意
地
悪
で
陰
湿
な
面
も
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
子
供
は
歌
の
意
味
を
前
も
っ

て
、
ま
た
、
十
分
に
知
っ
て
歌
う
こ
と
は
な
く
、
そ
の
必
要
も
な
い
。
調
子
が
整

い
、お
も
し
ろ
け
れ
ば
そ
れ
で
よ
く
、大
人
に
な
っ
て
自
然
に
気
づ
く
こ
と
も
あ
っ

て
よ
い
。
江
戸
以
来
の
わ
ら
べ
歌
を
現
代
の
童
謡
と
同
質
の
も
の
と
思
っ
て
は
な

ら
な
い
。
純
真
な
童
心
を
歌
う
と
い
う
の
は
大
正
時
代
の
「
赤
い
鳥
」
の
こ
ろ
で
、

そ
れ
は
そ
れ
で
大
切
な
こ
と
で
あ
る
が
、
子
供
の
歌
に
は
も
っ
と
別
の
一
面
も
あ

る
の
で
は
な
い
か
。
替
歌
で
も
か
な
り
き
わ
ど
い
内
容
を
歌
っ
て
い
る
こ
と
は
あ

り
得
る
の
で
あ
る
。

以
上
に
解
明
し
て
き
た
通
り
、
わ
ら
べ
歌
の
中
に
は
性
の
意
味
を
含
ん
だ
も
の

が
残
っ
て
お
り
、
子
供
は
は
っ
き
り
と
意
味
は
分
ら
な
く
て
も
、
何
か
を
感
じ
て

い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
子
供
な
り
に
避
け
て
通
れ
な
い
長
い
道
で
あ
る
。

無
意
識
的
で
あ
っ
て
も
、
感
覚
的
で
あ
っ
て
も
変
に
思
い
つ
つ
、
ま
た
ど
こ
か
興

味
、
関
心
を
引
き
つ
け
ら
れ
な
が
ら
成
長
し
、
自
然
に
性
教
育
の
役
割
を
果
た
し

て
き
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
に
わ
ら
べ
歌
の
、
人
間
味
の
籠
る
真
実
の
深
さ
が

あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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