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一
、
は
じ
め
に

１　

問
題
の
背
景

　

短
歌
と
初
め
て
出
合
う
機
会
と
は
い
つ
な
の
だ
ろ
う
。
中
で
も
、
現
代
短
歌
に
出
合
う
機
会
は
い
つ
な
の
だ
ろ
う
。
も

ち
ろ
ん
、
個
人
的
な
体
験
に
よ
り
そ
れ
は
さ
ま
ざ
ま
で
は
あ
ろ
う
が
、
同
時
に
、
大
多
数
に
と
っ
て
遅
く
と
も
こ
の
時
期

と
な
る
と
い
え
る
も
の
も
あ
る
。
そ
れ
は
、
学
校
に
お
い
て
の
短
歌
の
授
業
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
現
在
は
小
学
校
四

年
生
の
国
語
教
科
書
に
よ
る
授
業
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
こ
で
は
現
代
短
歌
と
古
典
和
歌
と
の
区
別
は
重
要
で
は
な
く
、

一
括
り
に
さ
れ
て
い
る
実
状
が
あ
る
。
こ
の
別
が
顕
著
に
な
る
の
が
高
校
国
語
だ
。
高
校
国
語
教
科
書
で
は
、
そ
の
一
冊

笹
井
宏
之
の
短
歌
の
研
究　

そ
の
一

　
―
第
一
歌
集『
ひ
と
さ
ら
い
』に
お
け
る
身
体
語
彙「
手
」を
中
心
に
―

大
村　
勅
夫

［
論
文
］
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の
中
で
も
、
現
代
短
歌
と
古
典
和
歌
に
つ
い
て
章
な
ど
を
別
立
て
に
し
て
掲
載
し
て
い
る
も
の
が
多
い
。
現
代
短
歌
を
現

代
短
歌
と
し
て
は
っ
き
り
認
識
す
る
の
は
高
校
時
代
と
い
っ
て
も
そ
れ
は
大
仰
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
現
代
短
歌
を
認
識
す

る
の
は
高
校
国
語
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
ま
ず
、
高
校
国
語
教
科
書
に
お
け
る
現
代
短
歌
掲
載
の
現
況
か
ら

言
及
し
て
い
く
。

　

高
校
国
語
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
る
現
代
短
歌
が
充
実
し
て
き
て
い
る
。
穂
村
弘
（
一
九
六
二
～
）
や
俵
万
智
（
一
九
六
二

～
）、
河
野
裕
子
（
一
九
四
六
～
二
〇
一
〇
）
を
は
じ
め
と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
現
代
歌
人
の
作
品
が
次
々
と
載
せ
ら
れ

て
い
る
。
中
で
も
、
平
成
三
十
年
度
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
に
伴
っ
て
東
京
書
籍
が
編
集
し
た
高
校
国
語
教
科
書
に
は
、

笹
井
宏
之
（
一
九
八
二
～
二
〇
〇
九
）
第
一
歌
集
『
ひ
と
さ
ら
い
』（
二
〇
〇
八
）
よ
り
「
え
ー
え
ん
と
く
ち
か
ら
え
ー
え

ん
と
く
ち
か
ら
永
遠
解
く
力
を
く
だ
さ
い
」
が
掲
載
さ
れ
た
。
笹
井
の
作
品
が
高
校
国
語
教
科
書
に
載
っ
た
こ
と
は
初
め

て
で
あ
り
、
短
歌
指
導
・
文
学
指
導
に
い
く
つ
も
の
意
味
を
も
た
ら
す
だ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
現
代
短
歌
を
解
釈
す
る
こ
と
・
創
作
す
る
こ
と
は
容
易
な
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
現
代
短
歌
を
解
釈
・
創

作
す
る
単
元
は
、
教
科
国
語
の
令
和
に
お
け
る
教
科
書
を
見
る
と
、
小
中
で
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
し
か
設
定
さ
れ
て
い
な

い
。
す
な
わ
ち
、
義
務
教
育
の
九
年
間
で
二
回
だ
け
の
機
会
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
連
続
し
た
二
年
間
で
も
な
い
。

小
学
校
五
年
な
い
し
六
年
、
お
よ
び
、
中
学
校
二
年
の
二
回
で
あ
る
。
ご
く
時
折
、
現
代
短
歌
に
触
れ
、
現
代
短
歌
を
知

り
・
確
認
し
、
現
代
短
歌
を
解
釈
・
創
作
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
高
校
国
語
で
の
現
代
短
歌
の
学
習
に
臨
む
こ
と

と
な
る
。
小
中
高
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
短
歌
に
熟
達
す
る
た
め
の
機
会
が
ふ
ん
だ
ん
に
用
意
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
そ
の
よ
う
な
児
童
・
生
徒
の
こ
と
を
本
稿
で
は
「
短
歌
初
学
者
」
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
現
代
短
歌
を

い
く
ら
か
学
び
つ
つ
も
熟
達
し
て
は
い
な
い
者
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
短
歌
初
学
者
が
よ
り
現
代
短
歌
を
魅
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力
的
に
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
。
な
ぜ
な
ら
、
短
歌
初
学
者
こ
そ
が
現
代
短
歌
の

地
平
を
決
め
て
い
く
者
だ
か
ら
で
あ
る
。
現
代
短
歌
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
短
歌
初
学
者
に
相
応
し
い
現
代
短

歌
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
本
稿
は
、
そ
の
一
視
点
を
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

先
述
し
た
よ
う
に
、
笹
井
の
作
品
が
高
校
国
語
教
科
書
に
載
る
よ
う
に
な
っ
た
。
で
は
、
笹
井
の
短
歌
は
、
短
歌
初
学

者
で
あ
る
高
校
生
や
そ
の
高
校
国
語
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
だ
ろ
う
か
。
解
釈
す
る
こ
と
な
ど
は
難
し
い
だ

ろ
う
か
。
笹
井
の
短
歌
に
つ
い
て
、
斉
藤
真
伸
（
二
〇
〇
八
）
は
笹
井
の
第
一
歌
集
『
ひ
と
さ
ら
い
』
を
「
読
者
の
感
情

移
入
や
読
解
を
容
易
に
し
て
く
れ
る
「
わ
か
り
や
す
い
物
語
」
は
用
意
さ
れ
て
い
な
い
」
と
述
べ
る
（
１
）。
穂
村
弘
も
ま

た
、
加
藤
治
郎
と
の
対
談
（
二
〇
〇
八
）
の
中
で
繰
り
返
し
「
わ
か
ら
な
い
」
と
『
ひ
と
さ
ら
い
』
の
笹
井
短
歌
を
評
す

る（
２
）。
東
直
子（
二
〇
二
三
）は「
初
め
て
短
歌
を
読
む
人
は
笹
井
さ
ん
の
歌
は
難
し
く
て
読
め
な
い
だ
ろ
う
な
と
思
っ
た
」

が
「
案
外
ス
ッ
と
読
ん
で
、
そ
こ
に
込
め
た
感
覚
は
直
感
で
わ
か
る
ん
だ
」
と
述
べ
る
（
３
）。
笹
井
の
実
人
生
・
伝
記
的

事
実
な
ど
を
別
と
し
た
と
き
、
テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
笹
井
の
短
歌
は
短
歌
初
学
者
に
と
っ
て
解
釈
し
や
す
い
も
の
な
の
だ

ろ
う
か
。
た
だ
し
、
吉
川
宏
志
（
二
〇
二
三
）
は
『
ひ
と
さ
ら
い
』
に
つ
い
て
「
感
覚
的
な
読
み
ば
か
り
に
な
る
と
、
感

覚
が
合
わ
な
い
人
に
対
し
て
は
歌
が
開
か
れ
な
い
こ
と
に
な
る
」
と
し
、
評
釈
の
重
要
性
を
『
ひ
と
さ
ら
い
』
に
対
し
て

も
求
め
て
い
る
（
４
）。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
本
稿
は
、
短
歌
初
学
者
に
対
す
る
笹
井
宏
之
短
歌
を
考
え
る
た
め
に
、

第
一
歌
集
で
あ
る
『
ひ
と
さ
ら
い
』
の
歌
を
評
釈
・
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

２　
『
ひ
と
さ
ら
い
』
の
特
徴

　
『
ひ
と
さ
ら
い
』
に
お
け
る
笹
井
の
語
用
に
は
特
徴
が
あ
る
。
そ
の
一
つ
が
、
身
体
語
彙
で
あ
る
「
手
」
を
歌
語
と
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し
て
多
用
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。『
ひ
と
さ
ら
い
』
に
は
二
〇
〇
五
年
三
月
か
ら
二
〇
〇
六
年
四
月
ま
で
に
作
ら
れ
た

二
六
九
首
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、「
肌
」「
背
骨
」「
首
」「
内
蔵
」「
ひ
た
い
」
な
ど
身
体
語
彙
が
散
見
さ
れ
る
が
、
そ
の
中
で
、

最
も
多
く
使
用
さ
れ
て
い
る
身
体
名
詞
が
「
手
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
一
八
回
で
あ
り
、
一
五
首
で
あ
る
。
ま
た
、「
手
」
の

漢
字
自
体
は
合
わ
せ
て
二
四
回
、
用
い
ら
れ
て
い
る
（
５
）。
例
え
ば
、「
あ
な
た
」
の
語
用
は
一
七
回
と
い
う
こ
と
か
ら
考

え
て
も
、「
手
」
の
使
用
は
多
い
こ
と
が
と
ら
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
こ
の
「
手
」
を
用
い
た
歌
を
解
釈
し
、
そ

れ
ら
を
も
と
に
考
察
を
加
え
る
。
な
お
、
便
宜
上
、
歌
番
号
を
１
～
２６９
の
範
囲
で
付
け
る
。『
ひ
と
さ
ら
い
』
に
お
け
る
掲

載
順
で
あ
る
。
ま
た
、
稿
者
は
拙
稿
（
二
〇
二
二
）
に
お
い
て
、
現
代
短
歌
は
次
の
い
く
つ
か
の
機
能
に
よ
り
歌
わ
れ
て

い
る
と
分
類
し
た
。「
認
識
」「
要
約
」「
展
開
」「
比
喩
」「
想
起
」
な
ど
で
あ
る
（
６
）。
そ
こ
で
、
考
察
を
加
え
た
各
歌
が
ど
の

よ
う
な
機
能
に
よ
り
表
さ
れ
た
も
の
か
に
つ
い
て
も
言
及
す
る
。

３　

教
科
書
に
お
け
る
現
代
短
歌
の
扱
い

　

現
代
短
歌
を
解
釈
す
る
に
あ
た
り
、
高
校
で
は
ど
の
よ
う
な
指
導
が
考
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
稿
者
が
高
校
現

場
の
国
語
教
師
に
ア
ン
ケ
ー
ト
を
し
た
と
こ
ろ
、
授
業
に
お
い
て
現
代
短
歌
を
扱
う
教
師
は
半
数
を
下
回
っ
て
い
た
。
そ

の
理
由
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
た
が
、
例
え
ば
、
指
導
者
た
る
教
師
自
身
が
、
現
代
短
歌
を
ど
の
よ
う
に
指
導
し
た
ら
よ

い
か
、
ど
う
い
っ
た
と
こ
ろ
に
着
目
し
た
ら
よ
い
か
、
な
ど
に
困
難
を
感
じ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
指
導
の
手
掛
か
り
に
な

る
は
ず
の
教
科
書
に
お
け
る
設
問
な
ど
を
見
て
み
る
。
高
校
必
履
修
科
目
で
あ
る
「
言
語
文
化
」
の
東
京
書
籍
に
お
け
る

令
和
四
年
度
版
の
二
冊
を
見
て
み
る
。『
精
選
言
語
文
化
』
に
お
い
て
、
現
代
短
歌
を
扱
っ
た
章
に
「
学
習
の
手
引
き
」
と

い
う
章
末
設
問
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
、「
１　

１
首
ず
つ
音
読
し
て
、
歌
の
リ
ズ
ム
を
味
わ
お
う
。」「
２　

こ
こ
に
挙
げ
た
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歌
の
う
ち
、
句
切
れ
の
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
何
句
切
れ
か
指
摘
し
よ
う
。」「
３　

そ
れ
ぞ
れ
の
歌
か
ら
、
ど

の
よ
う
な
情
景
や
心
情
を
読
み
取
っ
た
か
、
話
し
合
お
う
。」「
４　

こ
こ
に
挙
げ
た
歌
か
ら
、
最
も
印
象
に
残
っ
た
も
の

を
選
び
、
ど
の
よ
う
な
点
に
ひ
か
れ
た
か
、
四
百
字
程
度
の
文
章
に
ま
と
め
よ
う
。」
と
あ
る
。
同
じ
く
、『
新
編
言
語
文

化
』
の
「
学
習
の
手
引
き
」
で
は
、
１
～
３
は
全
く
同
一
の
も
の
で
あ
り
、
先
の
４
に
換
え
て
「
４　

印
象
に
残
っ
た
一

首
に
つ
い
て
、
感
想
文
を
書
こ
う
。」
と
あ
る
。
さ
ら
に
、「
短
歌
の
読
み
方
」
と
い
う
ペ
ー
ジ
が
別
に
あ
り
、
そ
こ
に
は

「
短
歌
の
リ
ズ
ム
に
心
を
の
せ
て
」「
リ
ズ
ム
を
味
わ
う
に
は
何
度
も
声
に
出
し
て
読
ん
で
み
る
こ
と
」、「
自
分
の
感
情
に
重

ね
て
読
む
」「
表
現
さ
れ
た
感
情
を
冷
静
に
理
解
す
る
の
で
は
な
く
、
自
分
の
感
情
と
重
ね
合
わ
せ
て
し
み
じ
み
味
わ
う
こ

と
」
と
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
に
異
議
は
な
い
。「
リ
ズ
ム
」「
感
情
」
は
、
現
代
短
歌
に
重
要
な
フ
ァ
ク
タ
ー
で
あ
り
、
解

釈
の
重
要
な
一
視
点
で
あ
る
。
た
だ
し
、例
え
ば
、先
に
あ
げ
た
笹
井
の
「
え
ー
え
ん
と
く
ち
か
ら
～
」
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

初
学
者
自
身
の
感
情
と
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
は
で
き
や
す
い
一
首
で
は
あ
る
だ
ろ
う
が
、
リ
ズ
ム
は
五
七
五
七
七
で
は
な

い
歌
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
短
歌
初
学
者
に
対
し
て
は
、「
リ
ズ
ム
」「
感
情
」
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ら
以
外
に
も
何
ら
か
の
視

点
を
補
助
す
る
こ
と
が
肝
要
だ
と
考
え
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、「
こ
の
一
首
を

4

4

4

4

4

解
釈
す
る
視
点
は
〇
〇
」
と
い
う
極
め
て
限

定
的
な
も
の
で
は
な
く
、「
こ
の
歌
人
の
作
品
に
対
す
る
視
点
は
〇
〇
」「
短
歌
を
解
釈
す
る
た
め
の
視
点
は
例
え
ば
〇
〇
」

の
よ
う
な
も
の
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
、
よ
り
テ
ー
マ
的
な
一
視
点
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
笹
井

の
二
〇
首
か
ら
な
る
連
作
「
ス
テ
ー
キ
ナ
イ
フ
」
の
後
半
四
首
（『
ひ
と
さ
ら
い
』
一
〇
〇
頁
）
を
み
る
。「
運
河
へ
と
わ

た
し
の
え
び
が
脱
皮
す
る　

い
ろ
ん
な
ひ
と
を
傷
つ
け
ま
し
た
」「
お
し
ひ
ろ
げ
る　

全
力
で
私
を
お
し
ひ
ろ
げ
る　

わ
ら

う　

そ
こ
に
あ
る
ひ
そ
や
か
な
死
火
山
」「
ぼ
ろ
ぼ
ろ
の
ア
コ
ー
デ
ィ
オ
ン
に
な
り
は
て
て
し
ま
っ
た
天
国
行
き
の
幌
馬

車
」「
人
類
が
テ
ィ
ッ
シ
ュ
の
箱
を
お
り
た
た
む　

そ
こ
に
愛
が
あ
り
ま
し
た
と
さ
」
で
あ
る
。
こ
の
四
首
は
、「
生
き
る
と
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い
う
営
み
」「
死
を
鑑
み
た
生
」「
あ
る
い
は
、
そ
こ
か
ら
の
脱
出
願
望
」
な
ど
の
テ
ー
マ
的
な
も
の
が
と
ら
え
ら
れ
る
連
作

で
あ
る
。
例
え
ば
こ
の
よ
う
な
も
の
を
一
つ
の
視
点
と
し
て
解
釈
の
手
が
か
り
と
し
て
提
示
し
た
い
の
で
あ
る
。
対
象
と

な
る
そ
の
一
首
そ
の
も
の
の
み
を
解
釈
で
き
る
こ
と
も
大
切
で
は
あ
る
が
、
よ
り
様
々
な
作
品
へ
敷
衍
す
る
方
策
と
し
て
、

視
点
を
持
つ
こ
と
の
意
義
を
短
歌
初
学
者
に
感
じ
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

４　

先
行
研
究

　

先
述
し
た
よ
う
に
、
笹
井
の
作
品
に
は
「
手
」
と
い
う
身
体
語
を
歌
語
と
し
て
い
る
特
徴
が
あ
る
。
近
現
代
文
学
に
お

け
る
小
説
に
お
け
る
身
体
語
の
使
用
の
研
究
に
つ
い
て
は
、
野
浪
正
隆
（
二
〇
一
〇
）
が
あ
る
。
夏
目
漱
石
か
ら
村
上
春

樹
に
い
た
る
近
現
代
作
家
の
作
品
に
お
け
る
身
体
語
の
出
現
率
を
調
べ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
筆
頭
と
な
っ
た
身
体
語

が
「
手
」
で
あ
る
。
実
に
、「
手
」
に
次
ぐ
「
顔
」
の
倍
近
い
頻
度
と
な
っ
て
い
る
（
７
）。「
手
」
は
や
は
り
、
小
説
に
お
い

て
き
わ
め
て
当
た
り
前
に
使
わ
れ
る
身
体
語
で
あ
る
。
で
は
、
短
歌
に
お
い
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
近
代
短
歌
に
お
い
て

も
身
体
の
中
で
も
「
手
」
を
用
い
た
も
の
は
い
く
つ
も
あ
る
が
、「
近
代
短
歌
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
で
は
、
掲
載
歌
数
一
五
万

余
首
の
う
ち
、
二
三
五
一
首
で
あ
り
、
二
％
に
も
満
た
ず
、
そ
れ
ほ
ど
の
多
さ
は
と
ら
え
ら
れ
な
い
（
８
）。
た
だ
し
、
例

え
ば
、
石
川
啄
木
「
は
た
ら
け
ど
／
は
た
ら
け
ど
猶
わ
が
生く
ら
し活

楽
に
な
ら
ざ
り
／
ぢ
つ
と
手
を
見
る
」
と
い
っ
た
人
口
に

膾
炙
す
る
ほ
ど
の
歌
も
あ
る
。
こ
の
歌
は
、
い
く
つ
も
の
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
朱
（
二
〇
一
二
）
で
は
、「
歌
語
と

し
て
「
手
」
が
使
わ
れ
る
例
は
や
は
り
そ
う
多
く
な
い
」
と
し
、
近
代
短
歌
を
調
べ
、「
手
」
を
用
い
た
も
の
を
挙
げ
て
い

る
（
９
）。
朱
は
そ
れ
ら
を
考
察
し
、
そ
れ
ら
に
お
け
る
「
手
」
の
用
法
を
「
労
働
」「
接
触
」「
存
在
」
と
分
類
し
た
。
そ
れ

ぞ
れ
の
定
義
は
、「
労
働
」
は
「「
手
を
使
っ
て
働
く
」「
手
で
作
業
す
る
」
と
い
う
意
味
の
用
法
」、「
接
触
」
は
「
手
を
使
っ
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て
他
者
と
接
触
す
る
行
為
で
あ
り
、
意
思
を
伝
え
合
っ
て
お
り
、
広
い
意
味
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」、「
存
在
」
は

「
メ
ト
ニ
ミ
ー
表
現
」
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
啄
木
に
お
け
る
「
手
」
の
短
歌
を
同
様
に
分
類
し
、
啄
木
に
と
っ
て
「
手

は
己
の
管
理
を
離
れ
た
自
立
的
な
存
在
」
と
論
づ
け
て
い
る
（
⓾
）。
で
は
、現
代
短
歌
に
お
け
る
「
手
」
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
先
行
研
究
や
詳
細
な
調
査
は
管
見
の
限
り
で
は
見
当
た
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
朱
の
研
究

に
倣
い
、
ま
ず
、
現
代
短
歌
に
お
け
る
「
手
」
を
用
い
た
短
歌
を
調
査
・
解
釈
し
、
分
類
す
る
。
そ
の
上
で
、
笹
井
の
「
手
」

の
短
歌
を
解
釈
・
分
類
し
、
考
察
す
る
。

二
、
現
代
短
歌
に
お
け
る
「
手
」

　

本
稿
で
は
、
現
代
短
歌
の
基
礎
資
料
と
し
て
、
二
冊
の
現
代
短
歌
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
を
用
い
る
。
一
冊
は
、
山
田
航

（
二
〇
一
五
）『
桜
前
線
開
架
宣
言
』
で
あ
る
（
⓫
）。
も
う
一
冊
は
、
東
直
子
他
（
二
〇
一
八
）『
短
歌
タ
イ
ム
カ
プ
セ
ル
』
で

あ
る
（
⓬
）。
い
ず
れ
も
、
現
代
歌
人
に
よ
る
二
千
首
以
上
を
掲
載
し
た
も
の
で
あ
り
、
現
代
短
歌
の
多
様
さ
が
と
ら
え
ら

れ
る
資
料
と
な
り
う
る
。
な
お
、
笹
井
宏
之
と
い
う
一
九
八
〇
年
代
生
ま
れ
の
歌
人
の
作
品
と
の
対
照
の
た
め
の
調
査
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
笹
井
と
ほ
ぼ
同
様
の
世
代
で
あ
る
一
九
六
〇
年
以
降
に
生
ま
れ
た
歌
人
に
よ
る
歌
を
対
象
と
し
、
そ
の

中
か
ら
「
手
」
を
用
い
た
短
歌
を
選
ん
だ
。

　
『
桜
前
線
開
架
宣
言
』
で
は
、「
手
」
を
用
い
た
歌
が
三
九
人
二
一
五
一
首
中
、
三
四
人
八
〇
首
あ
っ
た
。
同
じ
く
、『
短

歌
タ
イ
ム
カ
プ
セ
ル
』
で
は
、
四
一
人
八
二
〇
首
中
、
二
七
人
三
六
首
あ
っ
た
。
両
書
共
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
を
除
く
と
、

併
せ
て
五
二
人
で
一
〇
九
首
あ
っ
た
（
⓭
）。
ま
ず
、
こ
の
う
ち
、
両
書
に
掲
載
さ
れ
た
四
人
の
七
首
の
「
手
」
を
用
い
た
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短
歌
の
う
ち
、
三
人
三
首
を
解
釈
す
る
。
そ
し
て
、
一
〇
九
首
の
「
手
」
を
用
い
た
歌
を
分
類
す
る
。
な
お
、
以
降
、
い

く
つ
も
の
現
代
短
歌
の
評
釈
を
し
た
上
で
考
察
を
進
め
て
い
く
が
、
こ
の
評
釈
は
歌
人
で
は
な
い
稿
者
に
よ
る
も
の
で
あ

る
。
ま
た
、
短
歌
初
学
者
の
実
際
を
考
え
た
と
き
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
歌
の
ひ
と
り
ひ
と
り
の
作
家
ご
と
の
背
景
、
例
え

ば
、
笹
井
で
あ
れ
ば
、
夭
折
し
た
・
佐
賀
に
在
し
て
い
た
・
重
度
の
身
体
性
障
害
を
持
っ
て
い
た
な
ど
と
い
っ
た
伝
記
的

事
実
を
踏
ま
え
つ
つ
解
釈
す
る
こ
と
は
ど
う
し
て
も
困
難
な
も
の
と
な
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
評
釈
に
お
い
て
は
可
能
な

限
り
作
家
背
景
な
ど
を
排
除
し
つ
つ
、
短
歌
初
学
者
が
直
面
で
き
る
文
言
を
重
視
し
つ
つ
行
っ
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

　

ま
ず
、
内
山
晶
太
（
一
九
七
七
～
）
の
一
首
で
あ
る
。

　
　

少
し
ひ
ら
き
て
ポ
テ
ト
チ
ッ
プ
を
食
べ
て
い
る
手
の
甲
に
や
が
て
塩
は
乗
り
た
り

　

七
七
五
八
七
で
あ
る
。「
て
」
音
や
「
ｔ
」
音
の
多
用
に
よ
る
リ
ズ
ム
感
が
生
み
出
さ
れ
つ
つ
も
、
初
句
等
の
破
調
に
よ

る
違
和
感
が
同
時
に
あ
る
こ
と
で
、
受
け
手
に
印
象
強
い
歌
で
あ
る
。

　

こ
の
歌
に
お
い
て
、「
手
」
は
「
労
働
」
で
あ
り
「
接
触
」
で
あ
る
用
法
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
「
労
働
」
は
生
き
る

た
め
に
食
べ
る
と
い
う
よ
り
も
、
も
っ
と
軽
み
の
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
「
ポ
テ
ト
チ
ッ
プ
」
と
い
う
、
あ
り
ふ
れ
て

い
て
、
か
つ
、「
ｐ
」
音
を
複
数
含
む
菓
子
を
食
べ
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
よ
う
。
そ
こ
に
は
、
深
刻
さ
は
感
じ
ら
れ
な

い
。
し
か
も
、
し
っ
か
り
と
袋
を
開
く
の
で
は
な
く
、「
少
し
ひ
ら
き
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
食
べ
る
こ
と
へ
の
追
求
は

な
い
。
食
べ
切
る
の
で
は
な
く
、
中
途
で
止
め
よ
う
と
の
意
図
す
ら
あ
る
ほ
ど
の
行
為
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
い
る
「
手
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の
甲
」
に
「
塩
」
が
付
着
し
た
の
だ
。「
塩
」
の
結
晶
と
の
「
接
触
」
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
、
想
定
外

の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
「
乗
り
」
か
ら
と
ら
え
ら
れ
る
。
付
い
た
で
は
な
く
乗
っ
た
の
で
あ
る
。
乗
る
と
い
う
、
意
思
を

持
つ
珍
重
な
も
の
の
よ
う
に
、
透
明
な
結
晶
が
キ
ラ
キ
ラ
と
輝
く
宝
石
に
も
感
じ
ら
れ
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
。「
認
識
」

の
歌
で
あ
る
。

　

次
に
、
堂
園
昌
彦
（
一
九
八
三
～
）
の
歌
で
あ
る
。

　
　

僕
た
ち
は
海
に
花
火
に
驚
い
て
手
の
ひ
ら
で
す
ぐ
楽
器
を
作
る

　

五
七
五
七
七
で
あ
る
。

　
「
手
の
ひ
ら
」
に
よ
り
「
作
る
」
こ
と
を
さ
れ
た
「
楽
器
」
は
具
体
的
に
は
何
な
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
ど
の
よ

う
な
音
を
出
す
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。「
海
に
」「
驚
」
き
、
ま
た
、「
花
火
に
」「
驚
」
き
、
そ
の
「
僕
た
ち
」
は
、
あ
れ
に
も

こ
れ
に
も
心
を
動
か
し
て
い
る
。
そ
の
た
び
に
、「
手
の
ひ
ら
で
」「
楽
器
を
作
る
」
の
で
あ
る
。
く
り
返
さ
れ
る
感
動
を
表

し
た
歌
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
楽
器
」
か
ら
は
ま
ず
ク
ラ
ッ
プ
（
拍
手
）
が
思
い
浮
か
ぶ
が
、
そ
れ
は
個
々
人

そ
れ
ぞ
れ
が
音
を
鳴
ら
し
て
い
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
歌
で
は
、
作
中
主
体
が
「
僕
た
ち
」
と
顔
を
出
し
て
い

る
。
し
か
も
、「
僕
」
で
は
な
く
「
僕
た
ち
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
複
数
だ
か
ら
こ
そ
「
作
」
ら
れ
た
「
楽
器
」
な
の
で

は
な
い
か
。「
僕
た
ち
」
そ
れ
ぞ
れ
の
「
手
の
ひ
ら
」
が
合
わ
さ
れ
て
で
き
た
「
楽
器
」、
つ
ま
り
、
手
に
手
を
「
接
触
」
し
、

ハ
イ
タ
ッ
チ
し
、
鳴
ら
さ
れ
た
軽
快
な
喜
び
の
音
で
あ
る
。
音
が
詠
ま
れ
つ
つ
も
、
そ
の
景
と
情
、
そ
の
表
情
が
、「
想
起
」
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さ
れ
る
歌
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
服
部
真
里
子
（
一
九
八
七
～
）
で
あ
る
。

　
　

人
の
手
を
払
っ
て
降
り
る
踊
り
場
は
こ
ん
な
に
も
明
る
い
展
翅
板

　

五
七
五
九
五
、
あ
る
い
は
、
五
七
五
五
九
で
あ
る
。
四
句
と
結
句
に
お
け
る
句

ま
た
が
り
に
よ
る
下
の
句
の
破
調
か
ら
、
違
和
感
を
生
み
出
し
て
い
る
。

　

こ
の
違
和
感
に
よ
り
、か
つ
、「
展
翅
板
」と
い
う
耳
慣
れ
な
い
語
用
に
よ
り
、「
明

る
い
」
と
い
う
語
意
に
不
思
議
が
感
じ
ら
れ
る
。「
展
翅
板
」
と
は
、
昆
虫
な
ど
を

標
本
と
す
る
際
に
そ
の
羽
を
見
せ
ら
れ
る
よ
う
に
拡
げ
て
止
め
る
板
の
こ
と
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、「
人
の
手
を
払
」
い
つ
つ
も
、
そ
の
「
踊
り
場
」
は
誰
か
に
見
ら

れ
る
た
め
の
場
な
の
で
あ
る
。
標
本
的
に
注
目
を
さ
れ
る
場
な
の
で
あ
る
。
こ
こ

で
の
「
人
」
は
作
中
主
体
に
「
接
触
」
し
よ
う
と
し
て
拒
絶
さ
れ
た
誰
か
で
は
あ

る
が
、
そ
の
誰
か
の
「
手
を
払
」
う
行
為
そ
の
も
の
が
注
目
を
集
め
る
ほ
ど
の
こ

と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
ほ
ど
の
誰
か
な
の
か
も
し
れ
な
い
し
、
だ
か
ら
こ

そ
の
作
中
主
体
の
興
奮
が
感
じ
ら
れ
る
一
首
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
同
時
に
、

標
本
た
る
虫
の
よ
う
に
、
捕
ら
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
一
連
の
振
る
舞
い
は

表１　現代短歌における「手」を用いた短歌の分類

認識 展開 想起 比喩

労働 １６ 首 ２３ 首 ５首 ８首 ５２ 首

接触 ７首 １３ 首 ４首 １２ 首 ３６ 首

存在 １０ 首 ６首 ３首 １０ 首 ２９ 首

３３ 首 ４２ 首 １２ 首 ３０ 首
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所
詮
、
そ
の
「
人
」
と
の
関
係
に
こ
そ
注
目
さ
れ
る
場
と
い
う
制
限
さ
れ
閉
じ
ら
れ
た
場
で
し
か
な
い
。
一
見
、
そ
の
誰

か
を
拒
む
ほ
ど
の
主
役
級
の
「
明
る
い
」
振
る
舞
い
に
も
感
じ
ら
れ
る
が
、
そ
の
作
中
主
体
は
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
「
明
る
」
さ
の
違
和
感
で
あ
る
。「
比
喩
」
の
歌
で
あ
り
「
展
開
」
の
歌
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
三
首
は
、「
接
触
」
と
し
て
「
手
」
を
語
用
し
て
お
り
、
他
者
の
存
在
を
提
起
す
る
も
の
で

あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
他
者
は
作
中
主
体
そ
の
も
の
を
よ
り
と
ら
え
さ
せ
る
た
め
の
装
置
で
あ
る
。「
塩
」
の
輝
き
に
気
付

い
た
作
中
主
体
、
喜
び
の
感
情
を
共
有
し
た
作
中
主
体
、
興
奮
と
閉
暗
を
感
じ
る
作
中
主
体
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
先
述
の
一
〇
九
首
を
表
１
の
と
お
り
分
類
し
た
。「
労
働
」
や
「
接
触
」
の
「
手
」
の
歌
が
多
く
、「
展
開
」「
認

識
」
の
歌
が
多
い
。
何
ら
か
の
作
業
や
他
者
と
の
関
わ
り
を
「
手
」
を
通
し
な
が
ら
、
作
中
主
体
の
気
付
き
や
想
い
を
表

現
し
て
い
る
歌
が
多
い
。

　

で
は
、
笹
井
宏
之
に
お
け
る
「
手
」
の
歌
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
次
節
に
て
考
察
す
る
。

三
、『
ひ
と
さ
ら
い
』
に
お
け
る
「
手
」
の
歌
の
解
釈

　

こ
こ
で
は
、
笹
井
宏
之
第
一
歌
集
『
ひ
と
さ
ら
い
』
に
お
い
て
、
身
体
で
あ
る
「
手
」
を
用
い
た
全
一
五
首
を
解
釈
す

る
（
⓮
）。

　
　

１０　

猫
に
降
る
雪
が
や
ん
だ
ら
帰
ろ
う
か　

肌
色
う
す
い
手
を
握
り
あ
う
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五
七
五
七
七
で
あ
る
。
一
字
空
け
を
す
る
こ
と
で
、
上
の
句
と
下
の
句
を
は
っ
き
り
と
分
け
て
い
る
。

　

一
字
空
け
に
よ
り
分
け
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
時
制
の
移
り
や
視
点
の
移
り
が
表
さ
れ
る
。「
猫
」
か
ら
「
手
」
へ
の
注

目
の
変
化
で
あ
る
。
上
の
句
で
は
、「
帰
ろ
う
か
」
と
、作
中
主
体
か
ら
他
者
へ
の
呼
び
か
け
が
な
さ
れ
、下
の
句
で
は
、「
握

り
あ
う
」
と
、
作
中
主
体
と
他
者
と
が
協
働
す
る
。
こ
の
他
者
と
作
中
主
体
が
ど
の
よ
う
な
関
係
で
あ
る
か
。
協
働
す
る

相
手
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、二
者
の
関
係
性
が
う
か
が
わ
れ
る
。
屋
内
か
ら
屋
外
に
あ
る
「
猫
」
を
見
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
、

「
雪
」の
降
り
か
か
る「
猫
」を
見
て
い
る
の
だ
が
、そ
れ
は
置
き
物
の
よ
う
な
・
作
り
物
の
よ
う
な
無
機
物
の「
猫
」で
あ
っ

て
、「
手
」
を
持
つ
生
あ
る
相
手
と
の
対
照
の
「
猫
」
な
の
だ
ろ
う
。
そ
の
動
か
な
い
「
猫
」
に
降
り
か
か
る
・
動
き
あ
る

白
い
「
雪
」
で
あ
る
。
そ
の
白
さ
は
、「
肌
色
う
す
い
」
相
手
か
ら
も
感
じ
ら
れ
る
白
さ
と
い
う
呼
応
だ
。
こ
の
白
さ
は
単

な
る
色
合
い
で
は
な
く
、
生
命
力
の
薄
さ
す
ら
感
じ
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
「
肌
色
う
す
い
手
」
は
、
相
手
の
も
の
だ

ろ
う
か
、作
中
主
体
の
も
の
だ
ろ
う
か
。「
握
り
あ
う
」と
あ
る
か
ら
に
は
、双
方
が
双
方
の「
肌
色
う
す
い
手
」を
握
り
合
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
両
者
の
も
の
で
は
な
い
か
。
そ
こ
に
、
毛
に
覆
わ
れ
て
い
る
暖
か
な
「
猫
」
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
を

冷
や
し
て
し
ま
う
か
の
よ
う
な
「
雪
」
が
降
っ
て
い
る
。
作
中
主
体
と
相
手
の
両
者
の
生
命
感
や
血
色
の
う
す
さ
、
暖
か

さ
の
無
さ
を
引
き
出
し
つ
つ
も
、
相
対
的
に
作
中
主
体
は
相
手
の
「
手
」
か
ら
わ
ず
か
な
が
ら
の
温
も
り
を
感
じ
取
れ
て

い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
相
手
と
交
わ
す
心
情
の
温
も
り
で
も
あ
る
。
相
手
と
の
「
接
触
」
の
「
手
」
で
あ
り
、
相

手
や
そ
の
生
命
を
感
じ
よ
う
と
す
る
「
労
働
」
の
「
手
」
で
も
あ
る
。
相
手
や
心
情
の
温
も
り
を
確
と
「
認
識
」
し
た
歌

で
あ
る
。
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7１　

真
水
か
ら
引
き
上
げ
る
手
が
し
っ
か
り
と
私
を
掴
み
ま
た
離
す
の
だ

　　

五
七
五
七
七
で
あ
る
。「
真
水
」
の
「
ま
」「
み
」・「
掴
み
ま
た
」
の
「
み
」「
ま
」
と
ｍ
音
が
連
続
さ
れ
る
。

　
「
真
水
か
ら
」「
私
を
」
よ
り
作
中
主
体
は
水
中
に
い
る
こ
と
が
と
ら
え
ら
れ
る
。
水
中
か
ら
他
者
に
よ
り
「
引
き
上
げ
」

ら
れ
る
。
そ
の
他
者
の
表
現
と
し
て
の
「
手
」
で
あ
り
、「
引
き
上
げ
る
」
行
為
の
力
強
さ
が
感
じ
ら
れ
る
表
現
と
し
て
の

「
手
」
で
あ
る
。
こ
の
「
引
き
上
げ
る
」
は
「
掴
み
」
を
内
包
す
る
動
作
で
あ
り
、「
掴
み
」
は
作
中
主
体
を
「
手
」
の
内

に
入
れ
て
い
る
動
作
で
あ
る
。「
私
を
」「
離
す
」
だ
け
で
も
そ
の
行
為
へ
の
失
意
が
と
ら
え
ら
れ
る
が
、「
引
き
上
げ
る
」「
掴

み
」
と
繰
り
返
し
、「
引
き
上
げ
る
」
動
作
の
う
ち
の
「
手
が
」「
掴
み
」
に
注
目
す
る
こ
と
で
強
調
が
な
さ
れ
る
。
す
な
わ

ち
、
人
格
を
代
弁
す
る
「
手
」
で
あ
り
、
意
思
を
代
行
し
て
い
る
「
手
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
強
調
に
よ
り
「
ま
た
離

す
」
行
為
が
失
意
か
ら
絶
望
へ
と
強
ま
る
。
こ
の
強
ま
り
は
「
の
だ
」
と
い
う
歌
末
の
断
定
か
ら
も
、
さ
ら
に
は
「
し
っ

か
り
と
」
の
用
い
方
・
係
り
受
け
か
ら
も
と
ら
え
ら
れ
る
。「
し
っ
か
り
と
」
は
「
掴
み
」
に
係
る
が
同
時
に
「
ま
た
離
す
」

に
も
係
る
。「
掴
」
む
そ
の
「
手
」
の
力
強
さ
が
「
し
っ
か
り
と
」
に
表
さ
れ
、「
離
す
」「
手
」
も
ま
た
「
し
っ
か
り
と
」
し

た
ベ
ク
ト
ル
を
と
ら
え
さ
せ
る
。
そ
の
ベ
ク
ト
ル
と
は
、
そ
の
「
手
」
が
単
に
「
離
す
」
も
の
で
は
な
く
、
突
き
「
離
す
」

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、「
手
」
は
動
作
主
の
身
体
器
官
と
し
て
の
「
手
」
で
あ
る
こ
と
と
、
動
作
主
本
人

を
示
す
相
「
手
」
で
あ
る
こ
と
が
と
ら
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
四
句
ま
で
と
結
句
に
お
い
て
、
作
中
主
体
を
「
引
き
上

げ
」
よ
う
と
す
る
動
作
主
の
身
体
の
一
部
か
ら
、
動
作
主
本
人
や
そ
の
心
理
に
注
目
が
移
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
引
き
上

げ
」
よ
う
と
す
る
「
労
働
」
の
「
手
」
で
あ
り
、
か
つ
、「
展
開
」
の
歌
で
あ
り
、「
認
識
」
の
歌
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
な
ぜ
「
真
水
」
な
の
か
。「
真
水
」
で
あ
る
と
は
不
純
物
の
な
い
「
水
」
で
あ
る
。
聖
性
す
ら
感
じ
ら
れ
る
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「
水
」
で
は
あ
る
が
、
猥
雑
さ
や
変
容
の
無
い
、
一
様
の
「
水
」、
刺
激
の
無
い
「
水
」
で
も
あ
る
。「
離
」
さ
れ
た
・「
真
水
」

に
戻
さ
れ
た
こ
と
に
絶
望
し
た
作
中
主
体
は
、「
真
水
」
で
は
な
い
と
こ
ろ
を
希
求
し
て
い
る
。
ま
た
、
水
中
か
ら
物
体
を

「
引
き
上
げ
」
た
な
ら
ば
、そ
の
物
体
が
大
き
い
ほ
ど
、音
が
鳴
る
。
音
の
伝
わ
り
に
く
い
水
中
か
ら
の
大
き
な
変
化
が
「
引

き
上
げ
る
」
と
い
う
行
動
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、「
引
き
上
げ
」
が
「
真
水
」
か
ら
で
あ
る
こ
と
よ
り
、
聖

か
ら
俗
へ
、
静
か
ら
動
へ
の
変
容
が
表
さ
れ
る
。
こ
こ
か
ら
も
「
展
開
」
の
歌
で
あ
る
と
と
ら
え
ら
れ
る
。

　
　

7５　

熱
水
に
ひ
た
す
手
の
ひ
ら　

中
指
の
辺
り
で
泳
ぐ
き
ん
い
ろ
の
え
ら

　　

五
七
五
七
七
で
あ
る
。
二
句
と
三
句
の
間
に
一
字
空
け
が
あ
る
。
一
字
空
け
を
挟
ん
で
前
半
末
と
後
半
末
に
「
～
の
ひ

ら
」「
～
の
え
ら
」
と
ほ
ぼ
脚
韻
の
揃
え
が
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
に
体
言
止
め
に
な
っ
て
い
る
。
結
句
が
ひ
ら
が
な
の

み
で
表
さ
れ
て
い
る
。

　
「
手
の
ひ
ら
」
の
水
か
き
を
「
え
ら
」
の
よ
う
だ
と
見
立
て
た
「
認
識
」
の
歌
で
あ
り
、「
手
の
ひ
ら
」
を
「
生
き
物
」
や
「
え

ら
」
と
換
喩
し
た
「
存
在
」
の
歌
で
あ
る
。「
手
の
ひ
ら
」
を
「
え
ら
」
だ
と
す
る
こ
と
で
、「
手
の
ひ
ら
」
が
独
立
し
た
別

の
生
き
物
と
な
っ
て
い
る
。
新
た
な
創
造
と
も
い
え
る
。
ひ
ら
が
な
表
記
で
あ
る
「
き
ん
い
ろ
の
え
ら
」
に
は
幼
さ
が
あ

る
。
新
た
な
生
き
物
の
誕
生
で
あ
る
。
ま
た
、「
熱
水
」
の
中
に
そ
れ
よ
り
も
低
い
温
度
の
「
手
の
ひ
ら
」
を
入
れ
る
こ
と

に
よ
り
、
温
度
変
化
に
伴
う
水
流
、
水
の
動
き
が
起
こ
る
。
そ
れ
は
、「
え
ら
」
か
ら
水
が
吐
き
出
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
見

え
る
。
こ
こ
か
ら
も
ま
さ
に
、生
き
物
の
息
づ
く
様
や
無
か
ら
生
ま
れ
た
有
が
見
と
ら
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、「
熱

水
」
と
は
果
た
し
て
、
ど
の
く
ら
い
の
温
度
で
あ
ろ
う
か
。
高
温
で
あ
る
ほ
ど
、
す
な
わ
ち
、「
手
の
ひ
ら
」
と
の
温
度
差
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が
あ
る
ほ
ど
、
水
の
動
き
は
大
き
く
、
生
命
が
感
じ
ら
れ
る
。
熱
湯
で
も
温
水
で
も
な
く
「
熱
水
」
で
あ
る
た
め
、
沸
騰

温
近
く
で
も
ぬ
る
ま
湯
で
も
な
い
だ
ろ
う
か
ら
、
あ
る
程
度
以
上
の
高
温
で
あ
る
こ
と
が
と
ら
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
そ

の
高
温
の
「
熱
水
」
に
「
ひ
た
す
」
と
い
う
行
為
を
作
中
主
体
は
し
て
い
る
。「
ひ
た
す
」
と
は
、
さ
っ
と
入
れ
る
と
い
う

こ
と
で
は
な
く
、じ
っ
く
り
と
「
手
の
ひ
ら
」
を
水
中
に
入
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
高
温
で
あ
る
「
熱
水
」
に
「
手
の
ひ
ら
」

を
「
ひ
た
す
」
と
い
う
作
中
主
体
の
不
思
議
な
行
為
な
の
で
あ
る
。「
手
の
ひ
ら
」
を
「
き
ん
い
ろ
の
え
ら
」
と
い
う
輝
く

も
の
と
「
認
識
」
す
る
歌
で
あ
る
。

　
　

　
　

108　

く
つ
と
ば
し
選
手
が
ぼ
く
に
ブ
ラ
ン
コ
の
さ
び
さ
び
の
手
で
さ
し
だ
し
た
愛

　　

五
七
五
七
七
で
あ
る
。「
さ
び
さ
び
」
の
畳
語
、「
愛
」
で
の
体
言
止
め
、
上
の
句
で
は
「
ｋ
」
音
の
、
全
体
で
は
「
ｓ
」

音
の
繰
り
返
し
が
あ
る
。

　

複
数
並
ん
だ
「
ブ
ラ
ン
コ
」
で
、
作
中
主
体
で
あ
る
「
ぼ
く
」
と
対
戦
相
手
で
あ
る
「
く
つ
と
ば
し
選
手
」
が
、「
く
つ

と
ば
し
」
競
争
を
や
っ
て
い
る
景
で
あ
る
。「
さ
び
さ
び
」
か
ら
は
、「
ブ
ラ
ン
コ
」
の
鎖
を
汗
か
く
ほ
ど
懸
命
に
力
い
っ
ぱ

い
握
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
鎖
の
さ
び
が
「
手
」
に
つ
い
た
こ
と
が
表
さ
れ
、
そ
れ
が
少
な
く
な
い
こ
と
が
と
ら
え

ら
れ
よ
う
。
こ
の
競
争
で
は
ど
ち
ら
が
勝
利
し
た
か
。「
ぼ
く
」
は
「
手
」
を
「
さ
し
だ
」
さ
れ
て
い
る
。「
愛
」
を
「
さ
し

だ
」
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
勝
者
か
ら
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、こ
の
「
さ
び
さ
び
」
か
ら
は
色
彩
も
感
じ
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
鎖
の
金
属
か
ら
の
赤
茶
け
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
赤
味
に
よ
り
、
生
命
感
や
昂
揚
感
が
と
ら
え
ら
れ
る
。「
ぼ

く
」
と
「
く
つ
と
ば
し
選
手
」
の
、
あ
る
い
は
、「
く
つ
と
ば
し
選
手
」
の
、
生
命
や
昂
揚
で
あ
る
。「
ブ
ラ
ン
コ
」
を
立
ち
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こ
ぎ
す
る
よ
う
な
子
ど
も
た
ち
、
な
の
で
あ
ろ
う
。「
ぼ
く
」
は
「
く
つ
」
を
飛
ば
し
た
の
と
同
時
に
、「
ブ
ラ
ン
コ
」
か
ら

も
自
身
を
飛
ば
し
て
落
ち
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
踏
ん
だ
り
蹴
っ
た
り
の
よ
う
な
「
ぼ
く
」
を
助
け
る
か
の
よ
う

に
「
さ
し
だ
し
た
」
も
の
は
物
質
と
し
て
の
「
手
」
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
同
時
に
、
情
と
し
て
の
「
愛
」
な
の
で
あ
る
。

「
接
触
」
し
よ
う
と
し
た
「
手
」
で
あ
り
、「
展
開
」
の
歌
で
あ
る
。

　
　

118　

釣
り
糸
に
か
ら
ま
っ
て
い
る
え
び
の
手
を
ほ
ど
く　

い
っ
ぽ
ん
に
ほ
ん　

く
る
し
い

　

五
七
五
七
七
で
あ
る
。
四
句
と
結
句
そ
れ
ぞ
れ
の
途
中
に
一
ヶ
所
ず
つ
一
字
空
け
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
い
っ
ぽ

ん
」
以
降
は
平
易
な
漢
字
で
も
あ
る
の
に
平
仮
名
表
記
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
歌
に
お
け
る
「
く
る
し
い
」
気
持
ち
を
感
じ
て
い
る
の
は
誰
か
。
作
中
主
体
か
、あ
る
い
は
、「
え
び
」
か
。「
ほ
ど
く
」

こ
と
を
し
て
い
る
の
は
作
中
主
体
か
、
そ
れ
と
も
別
の
者
か
。
こ
の
こ
と
を
考
え
る
た
め
に
注
目
し
た
い
の
が
「
手
を
ほ

ど
く
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
か
ら
ま
っ
て
い
る
」「
釣
り
糸
」
を
「
ほ
ど
」
い
て
い
る
の
で
は
な
い
。「
釣
り
糸
」
に
「
か

ら
ま
っ
て
い
る
」「
手
を
ほ
ど
」
い
て
い
る
の
で
あ
る
。「
え
び
」
は
「
釣
り
糸
」
に
「
か
ら
ま
」
る
よ
う
に
つ
か
ま
っ
て
い

る
の
だ
。
こ
の
つ
か
ま
る
と
い
う
行
為
は
、「
手
」
と
の
表
現
か
ら
も
と
ら
え
ら
れ
る
。
エ
ビ
の
そ
れ
は
脚
だ
か
ら
で
あ
る
。

脚
を
「
手
」
と
喩
え
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
り
、
つ
か
も
う
と
す
る
意
思
が
現
れ
る
の
だ
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
は
必
死
さ

も
感
じ
ら
れ
る
。
混
迷
な
中
で
の
必
死
さ
で
も
あ
る
。
作
中
主
体
は
そ
れ
を
理
解
し
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、「
ほ
ど
」
か

れ
る
「
え
び
の
手
」
に
哀
れ
以
上
に
「
く
る
し
」
さ
を
感
じ
る
。「
い
っ
ぽ
ん
」「
に
ほ
ん
」
と
一
本
ず
つ
は
が
さ
れ
て
い
く

「
え
び
の
手
」
を
、
内
心
で
数
え
な
が
ら
、
そ
れ
は
カ
ウ
ン
ト
ダ
ウ
ン
で
も
あ
り
、「
く
る
し
い
」
と
呟
く
の
だ
。「
ほ
ど
く
」
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こ
と
は
「
え
び
」
の
生
命
を
尽
き
さ
せ
る
こ
と
と
同
じ
カ
ウ
ン
ト
ダ
ウ
ン
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、「
く
る
し
い
」
の
で
あ
る
。「
～

ほ
ど
く
」
ま
で
の
景
と
「
い
っ
ぽ
ん
に
ほ
ん
」
と
数
え
る
内
心
の
言
葉
と
「
く
る
し
い
」
と
漏
ら
し
て
し
ま
っ
た
情
と
が
、

二
ヶ
所
の
一
字
空
け
に
よ
り
句
分
け
さ
れ
て
い
る
。
ど
ち
ら
も
、
た
め
ら
っ
た
り
息
を
の
ん
だ
り
と
い
っ
た
、
よ
り
実
感

的
な
一
字
空
け
で
も
あ
る
。
音
に
出
し
て
詠
む
と
き
に
、
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
持
っ
て
空
白
を
つ
く
っ
て
し
ま
う
一
字
空
け
で

あ
る
。
そ
し
て
、「
え
び
」
は
「
釣
り
糸
」
を
水
中
か
ら
救
い
出
し
て
く
れ
る
一
縷
と
も
感
じ
て
い
る
。「
え
び
」
と
作
中
主

体
と
は
、「
ほ
ど
く
」
際
に
お
互
い
の
「
手
」
が
触
れ
合
う
。
そ
こ
に
は
、情
の
触
れ
合
い
、思
い
の
共
有
が
感
じ
ら
れ
よ
う
。

し
か
し
、「
釣
り
」
と
は
す
な
わ
ち
、
何
者
か
が
相
手
を
だ
ま
そ
う
と
す
る
行
為
で
あ
り
、
一
縷
の
望
み
に
必
死
に
つ
か
ま

る
「
え
び
」
の
命
を
奪
お
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
そ
の
何
者
か
と
作
中
主
体
は
同
じ
者
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
こ
に
は

上
辺
で
の
共
感
ば
か
り
で
あ
る
は
ず
が
、
命
の
簒
奪
や
必
死
を
「
手
」
が
触
れ
合
う
こ
と
で
気
づ
か
さ
れ
る
た
め
、
哀
し

い
よ
り
も
「
く
る
し
い
」
の
で
あ
る
。「
接
触
」
の
「
手
」
で
あ
り
、
か
つ
、「
認
識
」
の
歌
で
あ
り
、「
想
起
」
の
歌
で
あ
る
。

　
　

150　

庭
先
に
い
く
つ
も
の
手
が
や
っ
て
き
て
互
い
の
指
を
よ
せ
あ
っ
て
い
る

　

五
七
五
七
七
で
あ
る
。「
ａ
ｔ
ｔ
ｅ
ｉ
ｔ
ｅ
」「
ａ
ｔ
ｔ
ｅ
ｉ
ｒ
ｕ
」
と
似
通
っ
た
音
韻
に
よ
り
、
連
続
性
を
高
め
て
い
る
。

　

こ
の
「
手
」
は
人
の
喩
え
で
あ
る
。
た
だ
し
、「
手
」
を
持
つ
人
に
対
し
て
よ
り
も
、作
中
主
体
の
主
た
る
関
心
は
「
手
」

そ
の
も
の
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
人
→
（
人
の
持
つ
）「
手
」
で
は
な
く
、「
手
」
→
（
手
に
存
す
る
）「
指
」
と

い
う
視
点
の
移
動
か
ら
考
え
ら
れ
る
。「
手
」
は
人
の
換
喩
で
あ
り
な
が
ら
、
人
の
象
徴
・
人
そ
の
も
の
を
表
す
も
の
な
の

で
あ
る
。
さ
て
、
作
中
主
体
は
ど
の
よ
う
な
人
物
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、「
手
」
に
注
目
が
行
く
位
置
の
目
線
を
持
つ
人
物
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で
あ
る
。
人
体
に
お
け
る
手
の
位
置
は
基
本
的
に
肩
よ
り
も
下
で
あ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
振
り
上
げ
た
り
、
挙

手
し
た
り
な
ど
の
一
部
を
除
き
、
肩
か
ら
腰
に
か
け
て
の
位
置
に
手
は
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
「
手
」
を
持
つ
対
象
に
近
づ

い
て
視
線
を
下
げ
て
い
る
以
外
で
あ
れ
ば
、
そ
の
目
線
を
持
つ
者
の
位
置
も
ま
た
低
い
。
作
中
主
体
は
子
ど
も
で
あ
っ
た

り
、
半
地
下
か
ら
見
て
い
た
り
、
あ
る
い
は
、
椅
子
に
座
っ
て
い
た
り
ベ
ッ
ド
に
横
た
わ
っ
て
い
た
り
す
る
者
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、「
や
っ
て
き
て
」
と
い
う
、
わ
ざ
わ
ざ
そ
の
場
に
来
る
よ
う
な
、
か
つ
、「
互
い
の
指
を
よ
せ
あ
」
う

≒

握
手
を
す

る
こ
と
を
し
に
く
る
よ
う
な
、
能
動
的
な
者
を
客
観
的
に
見
る
よ
う
な
、
離
れ
た
位
置
に
作
中
主
体
は
い
る
。
そ
の
場
に

来
た
と
い
う
よ
り
も
そ
の
場
に
い
る
、「
互
い
の
指
」
と
い
う
自
身
以
外
の
「
い
く
つ
も
の
手
」
の
「
指
」
を
、
距
離
を

持
っ
て
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
物
理
的
な
距
離
で
も
あ
り
、
心
的
な
距
離
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
客
観
性
を
持
っ

た
眼
差
し
と
も
い
え
る
。
ま
た
、「
手
」
が
「
や
っ
て
」
来
る
の
で
あ
り
、「
指
」
が
「
よ
せ
あ
」
う
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
、

意
思
を
持
っ
て
自
由
に
動
い
て
い
る
「
手
」
で
あ
り
、「
指
」
で
あ
る
。
そ
れ
ら
と
の
対
比
的
な
位
置
に
作
中
主
体
は
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
不
自
由
さ
を
感
じ
て
い
る
作
中
主
体
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
だ
か
ら
こ
そ
、
作
中
主
体
は
、
そ
の
場
や
そ

の
人
々
を
見
た
い
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
は
、「
手
」
か
ら
「
指
」
へ
と
対
象
が
焦
点
化
さ
れ
、拡
大
さ
れ
て
い
く
こ
と
か
ら
、

そ
れ
ら
を
見
た
い
集
中
の
度
合
い
が
増
し
て
い
る
こ
と
も
と
ら
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
い
く
つ
も
の
手
」
と
は

実
際
、
い
く
つ
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
問
い
を
投
げ
か
け
る
こ
と
も
、
短
歌
初
学
者
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
非

常
に
有
効
で
あ
ろ
う
。
こ
の
発
問
に
よ
り
、
で
は
、
ど
う
し
て
「
た
く
さ
ん
の
」
で
は
な
く
「
い
く
つ
も
の
」
と
の
語
用

な
の
か
、
あ
る
い
は
、「
い
く
つ
も
の
」
と
用
い
る
こ
と
に
よ
り
、
同
時
的
多
量
な
人
の
存
在
で
は
な
く
、
反
復
的
多
数
な

人
の
来
訪
が
感
じ
ら
れ
る
、
他
に
も
、
作
中
主
体
の
予
想
を
上
回
る
人
数
で
あ
る
だ
ろ
う
、
な
ど
の
よ
う
に
、
歌
か
ら
場

面
を
想
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
人
を
「
手
」
と
換
喩
し
た
「
存
在
」「
認
識
」
の
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歌
で
あ
り
、「
手
」
か
ら
「
指
」
へ
と
「
展
開
」
し
た
歌
で
あ
る
。

　
　

184　

吊
り
革
に
救
え
な
か
っ
た
人
の
手
が
五
本
の
指
で
巻
き
付
い
て
い
る

　

五
七
五
七
七
で
あ
る
。

　
「
手
が
五
本
の
指
」
に
よ
っ
て
「
吊
り
革
」
に
「
巻
き
付
い
て
い
る
」
の
で
あ
る
が
、
そ
の
「
手
」
は
「
救
え
な
か
っ

た
人
」
の
も
の
で
あ
る
。「
救
え
な
か
っ
た
」
か
ら
何
ら
か
の
事
態
が
完
了
し
た
こ
と
が
と
ら
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
実
際

の
景
だ
ろ
う
か
。
実
際
の
場
面
と
し
て
見
え
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、そ
れ
は
凄
惨
な
状
況
で
あ
ろ
う
。「
巻
き
付
い
て
い
る
」

か
の
よ
う
に
し
っ
か
り
と
「
吊
り
革
」
を
握
っ
た
ま
ま
の
「
手
」
な
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
実
際
に
は
「
手
」
は
無
く
と

も
見
え
て
し
ま
っ
て
い
る
様
相
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、「
五
本
の
指
」
＝
全
て
の
指
を
使
っ
て
握
り
し
め

て
い
る
必
死
さ
か
ら
、
こ
の
「
救
え
な
か
っ
た
」
が
や
は
り
、
生
死
に
か
か
わ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
「
人
」
の

死
を
想
起
さ
せ
ら
れ
る
歌
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
生
へ
の
執
着
が
感
じ
ら
れ
る
歌
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
で
は
誰
が
そ
の

「
人
」
を
「
救
え
な
か
っ
た
」
の
だ
ろ
う
か
。
作
中
主
体
だ
と
し
た
な
ら
ば
、「
～
た
」
は
単
な
る
完
了
や
過
去
で
は
な
く
、

後
悔
を
含
ん
だ
も
の
と
と
ら
え
ら
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
「
吊
り
革
」
に
目
が
行
く
、「
五
本
の
指
」
が
見
え
て
し
ま

う
の
で
あ
る
。
す
る
と
、
作
中
主
体
も
ま
た
、
生
へ
の
強
い
思
い
を
無
意
識
以
上
に
持
つ
者
で
あ
ろ
う
。「
救
え
な
か
っ
た

人
」
が
見
え
た
こ
と
で
、
作
中
主
体
自
身
も
ま
た
、
自
身
の
生
へ
の
思
い
に
気
づ
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。「
巻
き
付
い
て
い

る
」
と
積
極
的
に
働
い
て
い
る
「
労
働
」
の
「
手
」
で
あ
り
、
そ
の
「
手
」
は
生
命
や
人
を
表
す
「
存
在
」「
認
識
」
の
歌

で
あ
る
が
、
同
時
に
、「
想
起
」
の
歌
で
あ
ろ
う
。
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２15　

あ
の
ひ
と
は
自
転
車
を
漕
ぐ
ひ
と
で
し
た　

右
手
に
お
箸
持
つ
人
で
し
た

　

五
七
五
七
七
で
あ
る
。「
ひ
と
で
し
た
」「
人
で
し
た
」
と
表
記
を
変
え
な
が
ら
繰
り
返
す
こ
と
で
韻
を
起
こ
し
て
い
る
。

一
字
空
け
に
よ
り
、
上
の
句
と
下
の
句
を
明
確
に
分
け
て
い
る
。

　
「
あ
の
ひ
と
」
と
「
あ
の
」
に
よ
り
遠
い
存
在
で
あ
る
誰
か
を
示
し
、
同
時
に
、
読
み
手
に
ど
ん
な
誰
か
で
あ
る
の
か

と
い
っ
た
興
味
を
喚
起
し
て
い
る
。
こ
の
「
あ
の
ひ
と
」
の
遠
さ
は
、「
～
た
」
と
の
語
法
か
ら
、
時
制
的
な
遠
さ
、
過
去

の
者
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
し
て
、「
自
転
車
を
漕
ぐ
」
か
ら
は
、
自
在
に
行
動
・
移
動
で
き
る
者
で
あ
っ
た
こ
と
、「
右
手

に
お
箸
持
つ
」
か
ら
は
、
食
べ
る
こ
と
の
で
き
る
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
、
同
時
に
、
今
、
そ
れ
ら
が
で
き
な
い
者

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、
ご
く
日
常
的
な
動
く
・
食
べ
る
と
い
っ
た
行
為
す
ら
で
き
な
い
、
亡
く
な
っ
た
者
・

非
日
常
の
者
で
あ
る
こ
と
が
と
ら
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、こ
の
歌
で
は
上
の
句
と
下
の
句
で
そ
れ
ぞ
れ
「
ひ
と
」
と
「
人
」

と
表
記
が
変
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
と
、
一
字
空
け
に
よ
る
別
か
ら
、
作
中
主
体
が
複
数
い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
上
の
句
の
言
葉
を
話
し
て
い
る
者
と
下
の
句
の
言
葉
を
発
し
て
い
る
者
は
そ
れ
ぞ
れ
別
の
者
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
二
者
に
よ
り
、
同
一
の
誰
か
を
そ
れ
ぞ
れ
が
偲
ん
で
そ
れ
ぞ
れ
に
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
話
し
て
い
る

の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、「
ひ
と
」
と
「
人
」
と
の
明
確
な
書
き
分
け
か
ら
、
二
者
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
に
別
の
誰

か
に
つ
い
て
話
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
で
は
、
そ
れ
は
ど
ん
な
状
況
で
あ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
事
故
で

多
数
の
死
者
が
出
た
よ
う
な
状
況
で
あ
る
。
残
さ
れ
た
者
が
そ
れ
ぞ
れ
に
亡
く
な
っ
た
者
を
偲
び
、
思
い
出
を
語
る
。
そ

の
よ
う
な
場
面
の
歌
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
同
時
に
、「
自
転
車
を
漕
ぐ
」
よ
う
に
「
右
手
に
お
箸
持
つ
」
よ
う
に
、
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決
し
て
珍
し
い
も
の
で
は
な
い
の
だ
。
事
故
と
い
う
個
人
に
お
け
る
非
日
常
は
、
世
の
中
に
と
っ
て
は
日
常
的
で
も
あ
り

得
る
。
そ
う
い
っ
た
冷
た
く
も
悲
し
い
あ
り
ふ
れ
た
日
常
を
見
出
し
、
歌
っ
た
「
認
識
」
の
歌
で
あ
る
。
そ
し
て
、
食
べ

る
と
い
う
「
労
働
」
の
「
手
」
に
よ
り
生
と
死
を
表
し
た
歌
で
あ
る
。

　
　
　

　
　

２1９　

に
ぎ
り
し
め
る
手
の
、
ほ
そ
い
手
の
、
あ
あ
ひ
と
が
す
べ
て
子
ど
も
で
あ
っ
た
日
の
手
の

　

六
七
五
七
七
の
、
初
句
に
字
余
り
の
あ
る
歌
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
八
五
五
七
七
の
、
初
句
と
二
句
に
句
ま
た
が
り
の

あ
る
歌
で
あ
る
。「
手
の
」
と
反
復
す
る
こ
と
で
韻
律
を
生
み
出
し
て
い
る
。

　

こ
の
歌
は
さ
ら
に
ま
だ
言
葉
が
続
い
て
い
く
よ
う
な
、
歌
の
外
部
に
つ
な
が
っ
て
い
く
短
歌
で
あ
る
。
た
だ
し
、
読
点

に
よ
り
、
そ
の
言
葉
は
息
も
絶
え
絶
え
な
切
れ
切
れ
感
が
あ
る
。
繰
り
返
さ
れ
る
「
手
」
の
一
つ
め
と
二
つ
め
に
そ
れ
ぞ

れ
続
く
「
の
」
は
同
格
の
「
の
」
で
あ
ろ
う
。
そ
の
「
手
」
は
、「
に
ぎ
り
し
め
る
」
こ
と
を
し
て
い
た
「
手
」
で
あ
り
、「
ほ

そ
い
」「
手
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
三
つ
め
の
「
手
」
に
関
し
て
は
、
そ
の
直
前
の
「
の
」、
す
な
わ
ち
、「
日
の
手
」
の
「
の
」

は
、
単
な
る
連
体
修
飾
で
あ
ろ
う
か
。
比
喩
を
含
ん
だ
「
の
」
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
三
つ
め
の
「
手
」
は
、「
ひ
と
が

す
べ
て
子
ど
も
で
あ
っ
た
日
の
」
よ
う
な
「
手
」
で
あ
る
。「
子
ど
も
」
の
よ
う
な
「
手
」
で
あ
る
。
こ
の
「
手
」
は
、「
ほ

そ
い
」
も
の
で
あ
り
、何
か
を
「
に
ぎ
り
し
め
る
」
も
の
で
あ
り
、「
子
ど
も
」
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
で
は
、そ
の
「
子

ど
も
」
の
よ
う
な
「
ほ
そ
い
」
手
は
、
何
を
・
誰
を
「
に
ぎ
り
し
め
る
」
だ
ろ
う
か
。「
ほ
そ
」
く
、
力
の
弱
い
「
子
ど
も
」

は
何
を
・
誰
を
「
に
ぎ
り
し
め
る
」
の
だ
ろ
う
か
。「
あ
あ
」
と
い
う
感
動
詞
と
と
も
に
、
か
つ
、
初
句
に
破
調
を
来
た
す

ほ
ど
、「
に
ぎ
り
し
め
」
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
、
そ
れ
は
何
・
誰
だ
ろ
う
か
。「
に
ぎ
り
し
め
る
」
と
は
、
相
互
作
用
が
あ
っ
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た
と
き
に
は
、
さ
ら
に
ぎ
ゅ
っ
と
握
り
返
し
て
し
ま
う
も
の
で
も
あ
る
。「
ほ
そ
い
」
と
は
、
対
照
的
に
「
太
さ
」
を
感
じ

ら
れ
た
と
き
の
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
子
ど
も
」
と
は
、
年
稚
い
こ
と
を
示
す
だ
け
で
な
く
、
同
時
に
、
誰
か
の
「
子
」

で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
も
あ
る
。
親
の
手
を
「
に
ぎ
り
し
め
る
」「
子
ど
も
」
の
「
ほ
そ
い
」「
手
」
な
の
で
は
な
い
か
。

あ
る
い
は
、そ
れ
を
思
わ
せ
る
か
の
よ
う
な
、「
子
ど
も
」
の
よ
う
な
「
ほ
そ
い
」「
手
」
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
「
手
」
で
「
に

ぎ
り
し
め
る
」
大
人
の
「
手
」
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
こ
に
相
手
を
ひ
し
ひ
し
と
希
求
す
る
よ
う
な
態
度
が
感
じ

と
ら
え
ら
れ
る
。
た
だ
同
時
に
、
三
句
は
「
あ
あ
」
か
ら
始
ま
り
、
そ
れ
を
受
け
る
言
葉
は
省
略
さ
れ
て
も
い
る
。
そ
の

相
手
は
存
す
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
喪
わ
れ
て
し
ま
っ
た
も
の
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
ま
ざ
ま
な
「
手
」
す
な

わ
ち
さ
ま
ざ
ま
な
「
人
」
の
「
存
在
」
を
「
認
識
」
し
た
も
の
で
あ
り
、「
手
」
を
持
つ
者
を
「
想
起
」
せ
ず
に
い
ら
れ
な

い
一
首
で
あ
る
。

　
　

２35　

だ
ん
だ
ん
と
青
み
が
か
っ
て
ゆ
く
ひ
と
の
記
憶
を　

ゆ
っ　

と
片
手
で
つ
か
む

　

五
七
五
七
七
で
あ
る
。
冒
頭
か
ら
「
だ
」「
だ
」「
が
」
と
濁
音
が
繰
り
返
さ
れ
た
り
、「
ゆ
」
音
が
繰
り
返
さ
れ
た
り
す
る

こ
と
に
よ
り
リ
ズ
ム
感
が
生
ま
れ
て
い
る
。「
っ
」
と
い
う
促
音
を
複
数
回
用
い
る
こ
と
や
四
句
の
「
ゆ
っ
」
の
前
後
に
一

字
空
け
が
あ
る
こ
と
で
、
緩
急
が
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　

四
句
の
中
に
一
字
空
け
を
続
け
て
用
い
た
こ
と
で
「
ゆ
っ
」
が
あ
か
ら
さ
ま
に
浮
い
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の

「
ゆ
っ
」
と
い
う
擬
音
そ
の
も
の
が
、
あ
ま
り
用
い
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
こ
の
歌
そ
の
も
の
に
違
和
感
や
不
思
議
に

よ
る
注
目
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
こ
の
一
字
空
け
に
よ
り
「
ゆ
っ
」
が
孤
独
に
浮
か
び
上
が
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
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「
ゆ
っ
」
は
、「
片
手
で
つ
か
」
ん
だ
「
記
憶
」
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
、
こ
の
「
記
憶
」
が
孤
独
に
浮
か
び
上
が
っ
て
い
る

も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
「
記
憶
」
は
「
だ
ん
だ
ん
と
青
み
が
か
っ
て
」
い
っ
て
お
り
、
す
な
わ
ち
、
変
化
が
進
ん
で
い

る
「
記
憶
」
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、「
記
憶
」
と
は
「
つ
か
む
」
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
裏
を
返
せ
ば
、「
つ
か
む
」

こ
と
の
で
き
る
ほ
ど
の
色
鮮
や
か
に
は
っ
き
り
し
た
形
を
持
つ
か
の
よ
う
な
「
記
憶
」
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
「
青
」

と
い
う
静
か
な
色
一
辺
倒
に
な
っ
て
い
く
。
他
の
も
の
と
同
じ
よ
う
な
静
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
く
。
顔
面
蒼
白
な
ど
の

言
葉
が
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
「
青
み
が
か
っ
て
」
か
ら
は
、
血
の
気
が
失
せ
て
い
く
よ
う
な
、
生
命
や
大
切
な
も
の
が
失

わ
れ
て
い
く
よ
う
な
静
的
な
状
態
が
感
じ
ら
れ
る
。
そ
こ
か
ら
救
い
出
そ
う
と
す
る
よ
う
に
「
片
手
で
つ
か
む
」
の
で
あ

る
。
こ
の
「
片
手
」
と
い
う
こ
と
か
ら
、
す
な
わ
ち
、
両
手
よ
り
も
も
っ
と
身
を
乗
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
そ
の

「
記
憶
」
は
す
ぐ
手
前
に
あ
る
近
い
も
の
で
は
な
く
、
遠
く
の
も
の
・
時
間
の
経
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
も
と
ら
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
、「
記
憶
」
と
は
、
個
人
的
な
視
座
か
ら
の
も
の
で
あ
り
、
個
人
的
な
体
験
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
や
っ
て
そ

の
個
人
の
個
を
つ
く
り
上
げ
て
い
く
も
の
、
個
た
ら
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
記
憶
」
を
持
つ
者
は
何
者
で
あ
る
か

は
わ
か
ら
な
い
。
作
中
主
体
か
も
し
れ
な
い
し
、
別
の
者
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
し
、
こ
の
「
片
手
」
は
作
中
主
体
の
も

の
で
あ
る
。
変
わ
っ
て
い
く
「
記
憶
」
を
な
ん
と
か
し
よ
う
、
変
わ
り
ゆ
く
個
人
に
抗
お
う
、
個
を
救
い
出
そ
う
と
す
る

作
中
主
体
の
「
ゆ
っ
」
と
伸
ば
し
た
「
手
」
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、「
ゆ
っ
」
と
い
う
擬
音
を
改
め
て
考
え
る
。「
手
」
で
摑

む
際
に
使
わ
れ
や
す
い
擬
音
は
何
だ
ろ
う
。
し
か
も
、「
ゆ
っ
」
と
似
た
よ
う
な
も
の
を
想
起
し
た
い
。
例
え
ば
「
ぎ
ゅ
っ
」

で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、「
ぎ
ゅ
っ
」
は
そ
の
濁
音
の
響
き
か
ら
力
強
さ
の
よ
う
な
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
全
て
を

離
し
た
く
な
い
と
よ
り
懸
命
に
摑
む
な
ら
ば
そ
れ
は
「
片
手
」
よ
り
も
両
手
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
「
ゆ
っ
」
か

ら
は
、
両
手
で
は
な
い
・
部
分
的
で
し
か
な
い
と
い
う
足
り
な
さ
が
感
じ
ら
れ
る
。
せ
め
て
「
片
手
で
」
だ
け
で
も
「
つ
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か
む
」
こ
と
を
し
た
い
、「
手
」
か
ら
こ
ぼ
れ
落
ち
る
も
の
が
多
か
っ
た
と
し
て
も
わ
ず
か
な
い
く
ら
か
だ
け
で
も
な
ん
と

か
「
つ
か
む
」
こ
と
を
し
た
い
、
遠
ざ
か
っ
て
い
く
何
者
か
の
「
記
憶
」
を
作
中
主
体
の
「
手
」
元
に
わ
ず
か
で
も
残
し

た
い
、
そ
の
よ
う
な
切
実
さ
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ぐ
っ
と
握
り
し
め
る
の
で
は
な
く
そ
っ
と
掴
む
し
か
で
き
な
い

擬
音
な
の
で
あ
ろ
う
。
せ
つ
な
い
「
労
働
」
の
「
手
」
で
あ
り
、「
比
喩
」
の
歌
で
あ
る
。

　　
　

２3６　

シ
ャ
ッ
タ
ー
を
切
ら
な
い
ほ
う
の
手
で
受
け
る
白
亜
紀
か
ら
の
二
塁
牽
制

　

五
七
五
七
七
で
あ
る
。
上
の
句
と
下
の
句
が
倒
置
の
よ
う
な
配
置
で
あ
る
。

　
「
シ
ャ
ッ
タ
ー
（
⓯
）」
の
語
用
に
よ
り
、
い
く
つ
か
の
こ
と
が
表
さ
れ
る
。
ま
ず
、「
シ
ャ
ッ
タ
ー
」
は
カ
メ
ラ
特
有
の
も

の
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
、
作
中
主
体
は
カ
メ
ラ
の
レ
ン
ズ
越
し
に
こ
の
場
を
見
て
い
る
・
見
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
と

ら
え
ら
れ
る
。
レ
ン
ズ
越
し
に
、こ
の
場
の
何
か
に
注
目
し
て
い
る
の
が
と
ら
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
次
に
、「
シ
ャ
ッ
タ
ー

を
切
」
る
と
い
う
の
は
、そ
の
場
面
が
終
わ
る
こ
と
、そ
の
場
面
を
終
え
る
こ
と
の
喩
え
で
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
シ
ャ
ッ

タ
ー
を
切
ら
な
い
」
の
は
終
わ
ら
な
い
・
終
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。「
白
亜
紀
か
ら
の
二
塁
牽
制
」
を
終
え
な
い
意
思
を
も

つ
「
手
」
に
よ
り
「
受
け
る
」
と
い
う
の
は
、「
白
亜
紀
か
ら
の
二
塁
牽
制
」
を
続
け
て
い
こ
う
と
の
行
為
で
あ
る
。
と
こ

ろ
で
、
作
中
主
体
は
ど
こ
に
い
る
の
か
を
考
え
る
と
、「
二
塁
牽
制
」
を
「
受
け
て
」
い
る
の
だ
か
ら
、「
二
塁
」
に
い
る
の

だ
ろ
う
。
で
は
、「
二
塁
」
と
は
ど
の
よ
う
な
位
置
な
の
か
。「
二
塁
」
と
は
、本
塁
か
ら
本
塁
ま
で
の
、ス
タ
ー
ト
か
ら
ゴ
ー

ル
ま
で
の
一
周
の
途
上
で
あ
る
。
作
中
主
体
は
途
上
に
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
牽
制
」
が
本
塁
か
ら
な
の
か
、
マ
ウ
ン

ド
か
ら
な
の
か
な
ど
、場
所
は
は
っ
き
り
し
な
い
も
の
の
、「
白
亜
紀
か
ら
」
で
あ
る
こ
と
は
明
示
さ
れ
て
い
る
。「
白
亜
紀
」

037



は
恐
竜
紀
で
あ
り
、
恐
竜
紀
が
終
わ
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
人
類
紀
と
言
え
な
い
、
未
発
達
な
紀
に
作
中

主
体
は
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
、
作
中
主
体
は
「
受
け
て
」
い
る
の
だ
。
注
目
を
し
て
い
る
も
の
か
ら
投
げ
か

け
ら
れ
た
も
の
を
、
意
思
を
も
っ
て
「
受
け
」
と
め
て
い
る
の
で
あ
る
。「
受
け
る
」「
労
働
」
の
「
手
」
で
あ
り
、
自
身
の

現
況
や
意
思
を
「
認
識
」
し
た
歌
で
あ
る
。

　
　

２37　

あ
ま
え
び
の
手
を
む
し
る
と
き
左
胸
ふ
か
く
で
ダ
ム
の
決
壊
が
あ
る

　

五
七
五
七
七
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
三
句
と
四
句
に
句
ま
た
が
り
が
あ
る
と
も
い
え
る
。

　
「
手
」
の
歌
の
中
で
、
118
歌
に
続
き
、「
え
び
の
手
」
が
出
て
来
た
二
首
目
で
あ
る
。

　
「
胸
」
の
「
ふ
か
く
で
ダ
ム
の
決
壊
」
は
、
せ
き
止
め
ら
れ
て
い
た
何
か
が
解
放
さ
れ
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
あ
ろ
う
。
聞

く
こ
と
の
あ
る
フ
レ
ー
ズ
で
あ
る
が
、
こ
の
契
機
が
「
あ
ま
え
び
の
手
を
む
し
る
」
で
あ
る
こ
と
の
面
白
さ
が
あ
る
。「
あ

ま
え
び
の
手
」
と
は
い
わ
ゆ
る
、
た
く
さ
ん
あ
る
脚
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。「
む
し
る
」
と
い
う
語
か
ら
も
数
多
さ
が
感
じ
ら

れ
る
。
そ
の
数
多
あ
る
脚
を
「
手
」
と
表
し
て
い
る
が
、「
手
を
む
し
る
」
と
い
う
行
為
や
表
現
自
体
、
あ
り
ふ
れ
た
も
の

で
は
な
い
。
あ
の
脚
が
「
手
」
だ
と
し
た
な
ら
、「
む
し
」
ら
れ
る
と
き
、「
あ
ま
え
び
」
は
「
手
」
を
ど
う
す
る
だ
ろ
う
か
。

生
命
の
危
機
を
感
じ
て
、
そ
の
「
手
」
で
必
死
に
抵
抗
す
る
だ
ろ
う
。
こ
の
生
命
の
感
覚
も
、「
左
胸
」
と
い
う
語
か
ら
巧

み
に
誘
導
さ
れ
る
。「
左
胸
」
＝
心
臓
の
位
置
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、「
あ
ま
え
び
の
手
を
む
し
る
」
と
は
「
あ
ま
え
び
」

の
生
命
を
奪
う
よ
う
な
行
為
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
「
胸
ふ
か
く
」
の
「
ダ
ム
の
決
壊
」
へ
と
つ
な
が
る
。
脚
を
と
る
だ

け
の
単
純
な
行
為
と
思
っ
て
い
た
も
の
が
、
脚
＝
「
手
」
と
擬
人
化
し
た
こ
と
に
よ
り
、
生
死
を
左
右
し
て
い
る
実
感
を
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作
中
主
体
が
気
づ
い
た
の
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、「
む
し
る
」と
は
当
然
、「
手
で
む
し
る
」の
で
あ
る
。「
あ
ま
え
び
」の「
手
」

を
作
中
主
体
の
「
手
」
で
「
む
し
る
」
の
で
あ
る
。「
手
」
を
「
手
で
む
し
る
」、
す
な
わ
ち
、「
手
」
と
「
手
」
の
明
確
な

比
が
そ
こ
に
あ
る
。
小
さ
き
も
の
の
生
命
を
奪
お
う
と
す
る
残
酷
な
「
手
」
と
そ
れ
に
抗
お
う
と
必
死
な
「
手
」
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
の
必
死
な
「
手
」
の
あ
ま
り
に
も
小
さ
い
こ
と
が
、
比
較
さ
れ
る
こ
と
で
よ
り
顕
著
に
な
る
。
し
か
も
、
そ
の

一
方
は
、
圧
倒
的
多
数
で
あ
る
小
さ
な
「
手
」
で
あ
り
、
他
方
は
、
単
一
的
少
数
で
あ
っ
て
相
対
的
に
巨
大
な
「
手
」
で

あ
る
。
こ
の
巨
大
さ
は
「
ダ
ム
」
と
い
う
語
、
か
つ
、「
決
壊
」
と
い
う
大
仰
な
表
現
か
ら
も
感
じ
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き

よ
う
。
と
こ
ろ
で
、「
あ
ま
え
び
」
な
の
で
あ
る
。
118
歌
は
「
え
び
」
で
あ
っ
た
が
、
本
歌
は
「
あ
ま
え
び
」
で
あ
る
。
そ

こ
に
は
「
あ
ま
え
」
が
あ
る
。「
え
び
」
は
生
命
の
た
め
に
必
死
に
抗
っ
て
い
る
は
ず
だ
が
、
そ
れ
は
ま
る
で
「
あ
ま
え
」

て
い
る
と
と
ら
え
ら
れ
て
し
ま
う
か
の
ご
と
く
、
弱
々
し
く
、
力
に
乏
し
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
作
中
主
体
の
「
手
」
の

強
力
・
暴
力
と
の
比
が
こ
こ
か
ら
も
と
ら
え
ら
れ
る
。「
手
」
と
「
ダ
ム
」
の
比
、
す
な
わ
ち
、「
多
で
あ
り
な
が
ら
も
小
で

弱
」「
少
で
あ
り
な
が
ら
も
大
で
強
」
の
両
者
の
対
照
関
係
が
甚
だ
し
く
一
方
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
の
悲
哀
を
、「
ダ
ム
の

決
壊
」
と
い
う
過
激
な
水
の
溢
れ
で
表
し
、
か
つ
、「
胸
ふ
か
く
」
の
「
ダ
ム
の
決
壊
」
と
い
う
止
め
ど
な
い
落
涙
を
思
わ

せ
る
も
の
で
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
ダ
ム
」
と
い
う
無
機
物
か
ら
す
ら
も
生
命
の
有
機
を
感
じ
ず
に
い
ら
れ
な
く
な
る

よ
う
な
、小
さ
く
弱
々
し
く
、さ
れ
ど
、多
い
「
手
」
た
ち
の
必
死
で
あ
る
。「
認
識
」
の
歌
で
あ
り
、「
存
在
」
の
歌
で
あ
る
。

　
　

２47　

手
の
甲
で
ぬ
ぐ
い
さ
ら
れ
た
あ
た
り
か
ら
頬
に
な
り
は
じ
め
る
白
い
川

　

五
七
五
九
五
と
読
め
る
。
四
句
と
結
句
に
「
な
り
は
じ
め
る
」
と
い
う
句
ま
た
が
り
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。
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「
ぬ
ぐ
い
さ
ら
れ
た
」
で
あ
る
。「
ぬ
ぐ
い
さ
る
」
と
い
う
「
労
働
」
の
「
手
」
で
あ
る
。
作
中
主
体
に
よ
る
行
為
で
あ

る
な
ら
ば
、「
ぬ
ぐ
い
さ
」
っ
た
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
作
中
主
体
は
、
こ
の
一
連
を
し
て
い
る
対
象
を
見
て
い
る
。
こ

の
「
ぬ
ぐ
」
っ
た
の
は
、
ど
こ
で
あ
り
、
何
で
あ
ろ
う
か
。「
頬
」
と
い
う
語
か
ら
顔
で
あ
り
、「
川
」
と
い
う
水
の
気
か
ら

汗
や
涙
と
と
ら
え
ら
れ
る
。
そ
の
跡
が
「
白
い
川
」
に
な
っ
て
い
る
。「
頬
」
の
そ
ば
で
の
こ
と
で
あ
り
、
涙
と
と
ら
え
る

こ
と
は
不
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
ど
う
し
て
手
の
ひ
ら
な
ど
で
は
な
く
、「
手
の
甲
」
な
の
だ
ろ
う
か
。
何

に
よ
っ
て
涙
し
た
の
か
に
つ
い
て
は
解
釈
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
何
ら
か
を
遠
く
に
や
り
た
い
思
い
が
あ
る
の
で
は

な
い
か
。
す
な
わ
ち
、「
手
の
甲
」
で
涙
を
「
ぬ
ぐ
」
う
と
い
う
こ
と
は
、
手
の
ひ
ら
は
外
側
を
向
い
て
い
る
。
手
の
ひ
ら

と
は
ベ
ク
ト
ル
で
あ
る
。
外
側
へ
と
ベ
ク
ト
ル
が
あ
る
。
涙
を
流
す
こ
と
に
な
っ
た
何
ら
か
を
追
い
や
ろ
う
と
し
て
い
る

の
で
は
な
い
か
。
こ
の
こ
と
は
、「
白
い
川
」
と
い
う
跡
、
す
な
わ
ち
、
涙
そ
の
も
の
よ
り
も
そ
れ
の
跡
、
涙
を
過
去
と
し

て
い
る
表
現
か
ら
も
と
ら
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、「
頬
に
な
り
は
じ
め
る
」
と
い
う
表
現
に
も
注
目
し
た
い
。
す

な
わ
ち
、「
頬
に
な
り
は
じ
め
る
」
と
は
「
顔
の
造
型
が
で
き
あ
が
り
は
じ
め
る
」
と
い
う
こ
と
と
も
と
ら
え
ら
れ
る
。「
表

情
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
は
じ
め
る
」
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
涙
を
流
す
こ
と
に
よ
り
、
人
は
表
情
の
豊
か
さ
を
持
つ

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
も
い
え
る
の
だ
。
涙
を
喩
え
た
「
比
喩
」
の
歌
で
あ
り
、
対
象
の
こ
の
歌
以
降
に
つ
い
て

を
強
く
意
識
し
た
「
展
開
」
の
歌
で
あ
る
。

　
　

２53　

か
お
を
あ
ら
う　

遥
か
な
も
の
の
手
ざ
わ
り
が
確
か
な
も
の
に
置
き
換
え
ら
れ
る

　

六
七
五
七
七
で
あ
る
。
初
句
の
六
音
の
後
に
一
字
空
け
を
し
て
い
る
。
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「
か
お
を
あ
ら
う
」
こ
と
に
よ
り
、
物
理
的
な
「
確
か
な
も
の
」
が
感
じ
ら
れ
た
歌
で
あ
る
。「
遥
か
な
も
の
」
と
「
確

か
な
も
の
」
が
対
比
的
に
扱
わ
れ
て
い
る
。「
か
お
を
あ
ら
う
」
ま
で
、「
遥
か
な
も
の
」
の
感
触
の
中
に
い
た
作
中
主
体
が
、

覚
醒
し
た
の
だ
ろ
う
。「
か
お
を
あ
ら
う
」
と
い
う
平
仮
名
表
記
に
よ
り
、「
遥
か
な
も
の
」
を
感
じ
て
い
る
う
ち
の
、
す
な

わ
ち
、
覚
醒
す
る
前
の
「
か
お
を
あ
ら
う
」
こ
と
が
表
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
後
の
一
字
空
け
に
よ
り
、
覚
醒
へ

と
経
過
し
た
こ
と
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
で
、
作
中
主
体
は
、「
置
き
換
え
」
る
こ
と
す
な
わ
ち
覚
醒
を
し

た
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
作
中
主
体
は
、「
か
お
を
あ
ら
う
」
前
の
「
遥
か
な
も
の
」
に
「
手
ざ
わ
り
」
を
感
じ
て
い
る
。

そ
れ
は
物
理
的
に
「
確
か
な
」「
手
ざ
わ
り
」
で
は
な
い
が
、
感
覚
的
に
認
知
し
た
、
意
識
の
中
で
は
し
っ
か
り
し
た
も
の

だ
か
ら
こ
そ
「
手
ざ
わ
り
」
を
感
じ
て
い
る
。
江
戸
雪
（
二
〇
二
三
）
は
「
遥
か
な
も
の
」
を
「
自
ら
の
顔
そ
し
て
存
在
」

と
し
て
い
る
が
（
⓰
）、「
か
お
」
と
平
仮
名
表
記
し
て
い
る
よ
う
に
確
然
と
し
た
も
の
と
は
し
て
お
ら
ず
、
顔
や
自
身
そ
の

も
の
も
曖
昧
な
も
の
と
考
え
た
い
。
そ
し
て
、
だ
か
ら
こ
そ
、「
確
か
な
も
の
」
と
は
物
理
的
な
「
か
お
」
以
降
の
も
の
、

す
な
わ
ち
、「
顔
」
な
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、「
確
か
な
」
生
で
あ
り
、「
確
か
な
」
現
実
で
あ
る
。
現
実
的
な
生
か
ら
「
遥
か
」

で
あ
る
も
の
を
作
中
主
体
は
「
手
ざ
わ
り
」
す
る
こ
と
を
し
て
い
る
。
現
実
の
自
身
に
は
な
い
「
遥
か
な
も
の
」
を
希
求

し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
平
仮
名
だ
け
で
表
さ
れ
た
初
句
で
出
来
た
前
半
か
ら
、
漢
字
交
じ
り
に
は
っ
き
り
表

さ
れ
た
二
句
以
降
の
後
半
で
あ
る
が
、
そ
の
間
に
あ
る
一
字
空
け
は
、
区
切
り
で
あ
る
と
同
時
に
、
一
呼
吸
で
あ
り
、
そ

の
一
呼
吸
は
失
意
や
残
念
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
か
。
自
身
の
今
を
確
認
し
て
し
ま
う
「
認
識
」
で
あ
り
、
そ
れ
以

降
を
考
え
て
し
ま
う
「
想
起
」
の
歌
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
手
」
は
、
現
実
の
自
身
と
、
希
求
し
て
や
ま
な
い
別
の

自
身
と
の
「
接
触
」
の
「
手
」
で
あ
る
。
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２57　

手
の
ひ
ら
に
み
ず
う
み
の
あ
る
青
年
が
今
日
も
魚
を
売
り
に
き
て
い
る

　

五
七
五
七
七
で
あ
る
。

　
「
手
の
ひ
ら
」
に
「
み
ず
う
み
」
が
あ
る
と
い
う
幻
想
的
な
初
句
二
句
で
あ
る
が
、下
の
句
の
「
魚
を
売
り
に
」
か
ら
「
み

ず
う
み
」
が
あ
る
こ
と
が
ま
る
で
実
際
の
よ
う
に
す
ら
錯
覚
さ
せ
る
。
こ
の
「
み
ず
う
み
」
が
漢
字
表
記
で
は
な
く
ひ
ら

が
な
で
あ
る
こ
と
か
ら
「
み
ず
」
が
よ
り
感
じ
ら
れ
、
そ
の
空
間
的
な
広
さ
よ
り
も
水
が
満
々
と
湛
え
ら
れ
た
豊
か
な
場

で
あ
る
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
る
。
ま
た
、「
魚
」
は
そ
の
豊
か
な
水
か
ら
獲
ら
れ
た
、
や
は
り
豊
か
な
生
き
の
よ
さ
、
生
命

力
を
感
じ
ら
れ
る
よ
う
な
「
魚
」
で
あ
ろ
う
。
同
時
に
、「
青
年
」
も
ま
た
、
ふ
ん
だ
ん
な
水
を
持
ち
、
た
く
さ
ん
の
魚
を

内
在
す
る
、
豊
か
な
「
青
年
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
手
の
ひ
ら
」
の
中
に
持
つ
と
い
う
こ
と
か
ら
、
そ
の
豊
か
な
「
み
ず

う
み
」
を
「
青
年
」
が
持
っ
て
い
る
こ
と
の
確
か
さ
が
示
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
青
年
」
の
持
つ
豊
か
さ
と
は
何

で
あ
ろ
う
か
。「
み
ず
」
や
「
魚
」
は
何
を
喩
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。「
青
年
」
は
「
売
り
に
き
て
い
る
」
の
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
他
者
と
の
関
わ
り
を
持
と
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、「
今
日
も
」
で
あ
る
。
昨
日
「
も
」
で
あ
り
、

一
昨
日
「
も
」
で
あ
り
、
あ
る
い
は
、
明
日
・
明
後
日
「
も
」
で
あ
ろ
う
。
他
者
と
の
関
わ
り
と
い
う
生
命
的
躍
動
を
「
青

年
」
は
毎
日
毎
日
し
て
い
る
の
だ
。
そ
ん
な
「
青
年
」
に
作
中
主
体
は
注
視
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
ふ
と
し
た
と
き
に

気
づ
い
た
。
違
和
感
を
持
っ
た
。
で
は
、
そ
れ
は
何
故
か
。
す
な
わ
ち
、
作
中
主
体
自
身
と
の
相
違
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ

う
。
他
者
と
の
関
わ
り
を
日
々
持
ち
続
け
て
い
き
、場
合
に
よ
っ
て
は
、そ
の
他
者
の
日
々
や
生
活
に
寄
与
し
て
い
る
「
青

年
」
と
の
相
違
。「
青
年
」
へ
の
作
中
主
体
の
眼
差
し
は
ど
の
よ
う
な
種
類
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
。「
み
ず
う
み
」
の
よ
う
な

豊
か
さ
や
大
き
さ
を
持
つ
「
青
年
」
に
、ど
の
よ
う
な
心
持
を
作
中
主
体
は
持
つ
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、こ
の
歌
は
、人
々
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と
関
わ
り
、
人
々
を
支
え
て
い
く
、
そ
の
よ
う
に
日
々
を
過
ご
し
て
い
く
「
青
年
」
た
ち
へ
の
羨
望
の
歌
で
あ
る
。「
青
年
」

の
営
み
や
他
者
の
営
み
の
「
認
識
」
の
歌
で
あ
り
、
作
中
主
体
に
よ
る
自
身
の
「
認
識
」
の
歌
で
あ
る
。
こ
の
「
手
」
は

「
労
働
」
の
材
と
も
な
り
、「
接
触
」
の
材
と
も
な
る
が
、「
あ
る
」
と
い
う
こ
と
か
ら
「
存
在
」
の
「
手
」
と
し
た
い
。

四
、
小
考

　

笹
井
に
よ
る
「
手
」
の
歌
を
分
類
し
た
も
の
が
表
２
で
あ
る
（
⓱
）。「
認
識
」
の
歌
が
最
も
多
く
、「
存
在
」
と
し
て
の
「
手
」

が
多
い
。
先
の
表
１
と
比
べ
る
と
、「
手
」の
現
代
短
歌
に
は「
展
開
」「
労
働
」が
多
か
っ
た
こ
と
に
対
し
、笹
井
に
よ
る「
手
」

短
歌
は
、「
認
識
」の
歌
の
比
率
が
圧
倒
的
に
高
い
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
、『
ね
む
ら
な
い
樹
』ｖ
ｏ
ｌ
．
１０（
二
〇
二
三
）

に
論
考
や
エ
ッ
セ
イ
を
寄
稿
し
た
各
者
（
江
戸
や
宇
都
宮
、
伊
藤
な
ど
）
が
繰
り
返
し
、「
成
る
・
変
成
す
る
」
な
ど
と
笹

井
短
歌
を
特
徴
づ
け
て
い
る
（
⓲
）
こ
と
と
共
通
す
る
。
す
な
わ
ち
、
何
か
は
何
か
に
成
り
得
る
の
だ
と
の
笹
井
の
発
見
が

詠
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
笹
井
短
歌
は
「
変
成
」
の
歌
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
笹
井
の
「
手
」
の
歌
も
ま
た
そ
う
で

あ
る
。「
手
」
が
何
か
の
換
喩
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、「
手
」
の
行
い
に
よ
り
新
た
な
何
か
に
気
付
か
さ
れ
た
こ
と
を
歌
っ
て

い
る
。
7１
歌
は
そ
の
端
的
な
例
で
あ
る
。「
真
水
か
ら
引
き
上
げ
る
手
が
し
っ
か
り
と
私
を
掴
み
ま
た
離
す
の
だ
」
は
、
作

中
主
体
は
真
水
の
中
の
在
る
も
の
か
ら
、
外
の
も
の
へ
と
変
成
し
、
や
が
て
ま
た
水
の
中
の
も
の
と
な
る
。
２1９
歌
も
そ
う

で
あ
る
。「
に
ぎ
り
し
め
る
手
の
、ほ
そ
い
手
の
、あ
あ
ひ
と
が
す
べ
て
子
ど
も
で
あ
っ
た
日
の
手
の
」
は
、子
ど
も
で
あ
っ

た
作
中
主
体
な
い
し
他
者
の
変
成
に
こ
そ
、
悲
哀
を
見
つ
け
て
い
る
。
笹
井
の
「
手
」
の
短
歌
も
「
変
成
」
の
歌
と
い
え

よ
う
。
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さ
て
、
こ
の
笹
井
の
「
手
」
の
歌
に
通
底
す
る
も
の
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
単

に
、「
変
成
」
へ
の
感
動
を
詠
っ
た
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
笹
井
の
「
手
」
の
短
歌

の
う
ち
、「
認
識
」
の
歌
の
「
手
」
に
関
す
る
動
作
を
い
く
つ
か
挙
げ
る
。「
握
り
合

う
」「
引
き
上
げ
る
」「
掴
む
」「
離
す
」「
ほ
ど
く
」「
や
っ
て
く
る
」「
よ
せ
あ
う
」「
巻
き

付
く
」「
持
つ
」「
に
ぎ
り
し
め
る
」「
受
け
る
」「
む
し
る
」「
さ
わ
る
」で
あ
る
。「
あ
る
」

が
加
え
ら
れ
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
笹
井
短
歌
の
作
中
主
体
の
「
手
」
は
ど

の
よ
う
な
動
作
を
し
て
い
る
か
を
考
え
る
。
す
る
と
、
そ
の
多
く
が
「
自
身
に
近

付
け
よ
う
と
す
る
」
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。「
握
り
合
う
」「
引
き
上
げ
る
」

「
掴
む
」「
よ
せ
あ
う
」「
巻
き
付
く
」「
持
つ
」「
に
ぎ
り
し
め
る
」「
受
け
る
」「
さ
わ
る
」

で
あ
る
。「
や
っ
て
く
る
」
も
ま
た
、
そ
う
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
作
中
主

体
の
身
体
や
意
識
に
近
付
け
よ
う
と
す
る
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
一
方
、「
離
す
」

「
ほ
ど
く
」「
む
し
る
」
は
一
見
、遠
ざ
け
て
い
る
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、

こ
れ
ら
の
動
作
は
い
ず
れ
も
作
中
主
体
と
他
者
と
の
「
手
」
同
士
が
触
れ
合
っ
て

お
り
、
繋
が
っ
て
い
る
。
そ
の
上
で
、「
離
す
」「
ほ
ど
く
」「
む
し
る
」
こ
と
に
よ
り

も
た
ら
さ
れ
た
も
の
に
対
し
て
の
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
想
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

そ
の
「
手
」
に
よ
り
、
何
か
を
求
め
、
近
付
け
よ
う
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ

れ
は
既
に
獲
得
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
反
対
に
、
未
だ
獲
得
さ
れ
て
い
な
い
か

ら
こ
そ
、
詠
っ
て
い
る
の
だ
。
7１
歌
も
２1９
歌
も
そ
う
で
あ
る
し
、
２53
歌
も
そ
う
で

表２　『ひとさらい』における「手」を用いた短歌の分類

認識 展開 想起 比喩

労働 ５首 ２首 １首 ２首 ７首

接触 ３首 １首 ２首 ０首 ４首

存在 ６首 １首 ２首 ０首 ６首

１２ 首 ４首 ４首 ２首
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あ
る
。「
か
お
を
あ
ら
う　

遥
か
な
も
の
の
手
ざ
わ
り
が
確
か
な
も
の
に
置
き
換
え
ら
れ
る
」
は
、
手
に
入
れ
ら
れ
て
い
な

い
現
実
に
引
き
戻
さ
れ
る
悲
哀
を
詠
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
手
に
入
れ
た
い
そ
れ
は
遥
か
遠
く
に
あ
る
こ
と
を
ま
ざ
ま

ざ
と
感
じ
さ
せ
ら
れ
て
い
る
「
認
識
」
の
歌
で
あ
る
。
手
に
入
れ
た
い
と
い
う
想
い
、
そ
し
て
、
そ
れ
ら
は
手
に
入
ら
な

い
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
ん
な
様
々
を
希
い
、
求
め
、
詠
う
。
そ
ん
な
「
希
求
」
の
強
さ
が
込
め
ら
れ
た
の
が
笹
井
宏

之
短
歌
で
あ
り
、
そ
の
顕
著
が
笹
井
の
「
手
」
の
歌
に
と
ら
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

と
こ
ろ
で
、『
ひ
と
さ
ら
い
』
に
お
け
る
笹
井
の
「
手
」
は
、
作
中
主
体
の
「
手
」
よ
り
も
他
者
の
「
手
」
ば
か
り
で
あ

る
。
し
か
も
、
そ
れ
ら
は
差
し
伸
べ
ら
れ
た
り
、
つ
か
ん
だ
り
、
作
中
主
体
へ
の
動
作
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
作
中
主
体

と
繋
が
る
「
手
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
笹
井
の
「
手
」
の
歌
に
は
他
者
が
い
る
。
何
者
か
に
よ
る
作
中
主
体
へ
の
行
為

が
詠
わ
れ
て
い
る
。

　

先
に
「
希
求
」
と
書
い
た
が
、
で
は
、
こ
の
「
希
求
」
と
は
何
を
「
希
求
」
す
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
そ

れ
は
単
な
る
他
者
で
は
な
い
。
118
歌
「
釣
り
糸
に
か
ら
ま
っ
て
い
る
え
び
の
手
を
ほ
ど
く　

い
っ
ぽ
ん
に
ほ
ん　

く
る
し

い
」
の
「
く
る
し
い
」
の
は
ど
の
よ
う
な
誰
だ
っ
た
か
を
考
え
る
と
、
小
さ
な
「
え
び
」
に
共
感
し
て
し
ま
う
作
中
主
体

で
あ
る
。
他
者
に
脅
か
さ
れ
る
「
え
び
」
に
こ
そ
、
共
感
し
て
い
る
。
作
中
主
体
も
ま
た
、
他
者
に
脅
か
さ
れ
る
も
の
だ

か
ら
で
あ
ろ
う
。
単
に
他
者
を
求
め
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
他
者
の
一
部
に
対
し
て
脅
威
す
ら
感
じ
て
い
る
の
で
あ

る
。
7１
歌
で
は
、「
し
っ
か
り
と
私
を
掴
み
」
と
作
中
主
体
が
顔
を
出
し
、
そ
し
て
、
そ
の
「
私
」
に
対
す
る
動
作
の
評
語

を
「
し
っ
か
り
と
」
と
表
し
て
い
る
。
そ
の
「
手
」
の
確
然
と
し
た
力
を
「
私
」
は
感
じ
、「
ま
た
～
の
だ
」
と
「
離
す
」

行
為
が
く
り
返
さ
れ
る
こ
と
に
強
い
想
い
を
抱
い
て
い
る
。
他
者
に
よ
り
引
き
上
げ
ら
れ
た
い
想
い
と
そ
れ
が
叶
わ
な
い

絶
望
が
詠
ま
れ
、
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
引
き
上
げ
ら
れ
た
い
想
い
の
強
さ
が
ひ
し
ひ
し
と
伝
わ
る
。
こ
れ
は
、
150
歌
「
庭
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先
に
い
く
つ
も
の
手
が
や
っ
て
き
て
互
い
の
指
を
よ
せ
あ
っ
て
い
る
」
か
ら
も
と
ら
え
ら
れ
る
。
こ
の
歌
は
、
作
中
主
体

が
、
こ
の
「
手
」
や
「
指
」
を
持
つ
者
と
の
距
離
が
あ
る
か
ら
こ
そ
の
「
認
識
」
の
歌
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
他
者
に
注
目

し
て
し
ま
う
、
作
中
主
体
も
ま
た
そ
の
「
手
」
の
ひ
と
つ
に
な
り
た
い
と
願
う
が
叶
っ
て
は
い
な
い
歌
で
あ
る
。
す
ぐ
そ

こ
に
い
る
他
者
た
ち
は
、
作
中
主
体
に
気
付
い
て
い
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
作
中
主
体
を
一
同
と
し
て
扱
お
う
と
し
な
い
の

だ
ろ
う
か
。
求
め
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
こ
の
「
希
求
」
は
、「
作
中
主
体
を
求
め
る
他
者
」
を
「
希
求
」
し
て
い

る
。「
近
し
い
も
の
と
認
め
る
他
者
」
を
「
希
求
」
し
て
い
る
。
そ
れ
は
決
し
て
承
認
欲
求
な
ど
の
よ
う
な
簡
単
な
も
の
で

は
な
い
。
自
身
を
求
め
る
も
の
を
希
っ
て
や
ま
な
い
、
そ
の
よ
う
な
「
希
求
」
な
の
で
あ
る
。
笹
井
短
歌
を
解
釈
す
る
視

点
の
ひ
と
つ
は
「
自
身
を
近
し
い
と
す
る
他
者
の
希
求
」
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
短
歌
初
学
者
で
あ

り
、
同
時
に
、
自
身
や
そ
の
評
価
な
ど
を
探
し
求
め
て
や
ま
な
い
現
代
の
小
中
高
生
に
大
い
に
通
ず
る
も
の
で
あ
り
、
響

く
も
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
現
代
に
お
け
る
笹
井
短
歌
の
大
き
な
価
値
な
の
で
あ
る
。

五
、
お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
短
歌
初
学
者
に
と
っ
て
の
現
代
短
歌
に
つ
い
て
、
笹
井
宏
之
第
一
歌
集
『
ひ
と
さ
ら
い
』
に
お
け
る
「
手
」

を
中
心
に
考
察
を
進
め
た
。
笹
井
短
歌
は
「
希
求
」
を
視
点
の
ひ
と
つ
と
し
て
解
釈
が
で
き
、そ
れ
は
短
歌
初
学
者
に
と
っ

て
大
き
な
手
が
か
り
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
例
え
ば
、
先
述
し
た
よ
う
に
「
え
ー
え
ん
と
く
ち
か
ら
え
ー
え
ん
と
く
ち
か

ら
永
遠
解
く
力
を
く
だ
さ
い
」
が
高
校
国
語
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
た
が
、
こ
の
歌
も
ま
た
「
希
求
」
の
視
点
か
ら
と
ら
え

た
い
。
こ
の
「
え
ー
え
ん
と
く
ち
か
ら
」
は
「
永
遠
（
を
）
解
く
力
」
と
「
え
ー
え
ん
（
、）
と
口
か
ら
」
だ
け
で
な
く
「
永
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遠
と
口
か
ら
」
の
三
つ
の
掛
詞
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、
作
中
主
体
は
「
え
ー
え
ん
」
と
泣
い
て
い

た
幼
少
の
頃
か
ら
「
永
遠
と
（
＝
永
遠
に
、
ず
っ
と
、
今
で
も
、
永
遠
と
感
じ
ら
れ
る
ほ
ど
）」「
永
遠
解
く
力
」
を
他
者

に
希
い
求
め
て
い
る
こ
と
が
と
ら
え
ら
れ
よ
う
。
こ
の「
く
だ
さ
い
」は「
永
遠
と（
永
遠
に
）」と
呼
応
す
る
こ
と
に
よ
り
、

単
な
る
欲
求
で
は
な
く
、
い
つ
ま
で
も
願
っ
て
や
ま
な
い
「
希
求
」
で
あ
る
こ
と
が
と
ら
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も

そ
れ
は
、「
永
遠
解
く
力
」
と
い
う
漠
然
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
な
何
か
で
は
な
い
。
こ
の
力
が
ど
ん
な
も
の
で
あ

る
の
か
を
作
中
主
体
自
体
、
わ
か
ら
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
「
え
ー
え
ん
」
と
泣
く
の
は
、
手
に
入
ら
な
い
か
ら
の
涙
で
あ

る
だ
け
で
な
く
、
わ
か
ら
な
い
か
ら
の
涙
で
も
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
「
く
だ
さ
い
」
と
他
者
に
懇
願
す
る
の
だ
が
、

す
な
わ
ち
、
わ
か
ら
な
い
そ
の
力
が
ど
ん
な
力
で
あ
る
の
か
を
作
中
主
体
と
一
緒
に
考
え
求
め
て
ほ
し
い
、
自
身
と
一
緒

に
な
っ
て
ほ
し
い
と
ま
で
の
「
希
求
」
な
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
、
短
歌
初
学
者
た
る
青
少
年
の
多
く
は
自
己
を
確
立
せ
ん

と
模
索
し
て
お
り
、
他
人
事
で
は
な
い
、
自
分
事
と
し
て
読
め
る
、
そ
の
よ
う
な
短
歌
な
の
で
あ
り
、
短
歌
に
込
め
ら
れ

た
も
の
や
文
学
が
表
そ
う
と
し
た
も
の
な
ど
を
感
じ
、
考
え
る
こ
と
の
で
き
る
よ
う
に
な
る
一
首
な
の
で
あ
る
。
現
代
短

歌
の
魅
力
を
痛
烈
に
感
じ
る
こ
と
の
で
き
る
一
首
な
の
で
あ
る
。
笹
井
宏
之
の
短
歌
は
、
短
歌
初
学
者
に
と
っ
て
き
わ
め

て
価
値
が
あ
り
、
魅
力
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

（
お
お
む
ら　

と
き
お
・
文
学
研
究
科
日
本
文
化
専
攻
博
士
課
程
三
年
）
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［
註
］

（
１
）　

斉
藤
真
伸
（
二
〇
〇
八
）「
荒
野
の
な
か
の
『
ひ
と
さ
ら
い
』」
グ
ル
ー
プ
彗
星
『
新
彗
星
』
Ｎ
ｏ
．
１　

一
一
頁

（
２
）　

加
藤
治
郎
（
二
〇
〇
八
）「
穂
村
弘
と
語
る　
『
ひ
と
さ
ら
い
』
と
現
代
短
歌
」
グ
ル
ー
プ
彗
星
『
新
彗
星
』
Ｎ
ｏ
．
２　

五
三
頁

（
３
）　

穂
村
弘
・
東
直
子
・
土
岐
友
浩
「
座
談
会　

笹
井
宏
之
と
い
う
歌
人
の
自
由
さ
と
は
何
だ
っ
た
の
か
」『
ね
む
ら
な
い
樹
』
ｖ
ｏ
ｌ
．

１０　

書
肆
侃
侃
房　

八
八
頁

（
４
）　

吉
川
宏
志
「『
ひ
と
さ
ら
い
』
評
釈
の
試
み
」『
ね
む
ら
な
い
樹
』
ｖ
ｏ
ｌ
．
１０　

書
肆
侃
侃
房　

一
三
〇
頁

（
５
）　

た
だ
し
、「
軍
手
」
が
二
回
、「
選
手
」「
手
紙
」「
歌
手
」「
手
打
ち
う
ど
ん
」
が
各
一
回
用
い
ら
れ
て
お
り
、「
手
」
の
漢
字
を
用
い
て
い

る
の
は
二
四
回
と
な
る
。
ま
た
、「
手
ざ
わ
り
」「
手
の
ひ
ら
」「
拍
手
」
に
つ
い
て
は
、「
手
」
そ
の
も
の
の
機
能
が
強
い
た
め
、「
手
」
と
同

様
の
語
用
と
し
て
一
八
回
の
内
数
に
入
れ
て
い
る
。

（
６
）　

大
村
勅
夫
（
二
〇
二
二
）「「
言
語
文
化
」
に
お
け
る
創
作
単
元
の
提
案　

そ
の
１　

―
随
想
を
材
と
し
て
短
歌
を
作
成
す
る
―
」『
国

語
論
集
』
１９　

北
海
道
教
育
大
学
釧
路
校
国
語
科
教
育
研
究
室　

五
八
頁

（
７
）　

野
浪
正
隆
（
二
〇
一
〇
）「
近
代
小
説
に
使
わ
れ
た
身
体
語
彙
に
つ
い
て　

―
大
量
語
彙
検
索
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
も
の

―
」『
学
大
国
文
』
５３　

大
阪
教
育
大
学
国
語
教
育
講
座
・
日
本
ア
ジ
ア
言
語
文
化
講
座　

七
五
頁

（
８
）　

村
田
祐
菜
「
近
代
短
歌
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」kindaitannkadatabase.com　

二
〇
二
三
，
五
，
九
閲
覧

（
９
）　

朱
衛
紅
（
二
〇
一
二
）「
近
代
短
歌
の
表
現
と
し
て
の
「
手
」
に
関
す
る
問
題　

―
そ
の
一
般
的
用
法
と
啄
木
の
特
異
性
―
」『
文
学

研
究
論
集
』
筑
波
大
学
比
較
・
理
論
文
学
会

（
１０
）　

朱
衛
紅　

前
掲
書　

一
二
頁

（
１１
）　

山
田
航
（
二
〇
一
五
）『
桜
前
線
開
架
宣
言
』
左
右
社

（
１２
）　

東
直
子
・
佐
藤
弓
生
・
千
葉
聡
（
二
〇
一
八
）『
短
歌
タ
イ
ム
カ
プ
セ
ル
』
書
肆
侃
侃
房

（
１３
）　
「
て
の
ひ
ら
」
な
ど
平
仮
名
表
記
の
も
の
も
含
む
が
、
例
え
ば
「
手
紙
」「
手
品
」
の
よ
う
に
身
体
と
し
て
の
「
手
」
そ
の
も
の
を
表

し
て
は
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
対
象
と
し
て
い
な
い
。

（
１４
）　
（
１３
）
に
同
じ
。

（
１５
）　
「
シ
ャ
ッ
タ
ー
」「
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
切
る
」
と
い
う
語
・
表
現
は
、
現
在
以
降
の
短
歌
初
学
者
に
は
注
釈
が
必
要
と
な
る
だ
ろ
う
。
い
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わ
ゆ
る
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど
の
カ
メ
ラ
機
能
を
使
う
際
、「
シ
ャ
ッ
タ
ー
」
は
物
理
的
な
凹
凸
を
持
つ
ボ
タ
ン
で
は
な
い
も
の
ば
か
り

で
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
手
」
を
ど
う
と
ら
え
る
か
に
よ
る
た
め
、
こ
の
歌
の
場
面
の
「
シ
ャ
ッ
タ
ー
」
が
凹
凸
を
持
つ
も
の
で
あ
る
か

は
判
然
と
し
な
い
が
、
初
学
者
に
と
っ
て
は
古
く
の
慣
用
語
と
な
る
可
能
性
も
高
い
。

（
１６
）　

江
戸
雪
（
二
〇
二
三
）「
は
っ
さ
く
に
な
り
た
い　

―
『
ひ
と
さ
ら
い
』
再
読
」『
ね
む
ら
な
い
樹
』
ｖ
ｏ
ｌ
．
１０　

書
肆
侃
侃
房

（
１7
）　

各
歌
の
評
釈
の
と
お
り
、
分
類
に
つ
い
て
は
例
え
ば
１０
歌
を
「
接
触
」「
労
働
」
と
「
認
識
」
と
し
た
よ
う
に
、
重
複
も
あ
る
。

（
１８
）　
『
ね
む
ら
な
い
樹
』
ｖ
ｏ
ｌ
．
１０　

書
肆
侃
侃
房　

一
二
三
・
一
二
五
・
一
二
七
頁
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