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下

村

湖

人

の

思

想
形
成
⇔

深
　
　
川

明

子

回
　
湖
人
と
短
歌
（
そ
の
一
）

　
下
村
湖
人
は
青
年
時
代
、
内
田
夕
闇
の
筆
名
で
文
学
者
と
し
て
の
道
を
歩

み

つ
つ
あ
っ
た
。
そ
の
内
田
夕
闇
時
代
は
さ
ら
に
、
第
五
高
等
学
校
時
代
ま

で
の

習
作
期
と
、
東
京
帝
国
大
学
文
科
大
学
時
代
の
文
芸
評
論
家
期
と
に
二

分
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
の
後
は
、
英
語
教
師
と
し
て
赴
任
し
た
の
を
契

機
に
、
佐
賀
県
に
お
い
て
教
職
生
活
に
入
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
は
、
湖

人

と
短
歌
の
出
合
い
、
内
田
夕
闇
時
代
の
短
歌
の
意
義
に
軽
く
触
れ
、
文
学

と
の
訣
別
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
佐
賀
教
師
時
代
（
大
正
初
期
）
に
つ
い
て
、

特
に
短
歌
と
の
関
係
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
み
た
い
。

　
　
　
　
1

　
下
村
湖
人
と
文
学
と
の
出
合
い
は
中
学
時
代
に
始
ま
る
。
彼
の
中
学
入
学

は
明
治
三
十
一
年
で
あ
る
。
当
時
の
文
壇
に
ま
ず
目
を
向
け
て
み
よ
う
。

　
す
で
に
明
治
二
十
年
代
の
初
め
、
坪
内
遣
遙
は
近
代
小
説
論
を
書
き
、
二

葉
亭
四
迷
は
そ
れ
を
実
作
し
て
い
る
。
ま
た
、
文
語
体
で
は
あ
っ
た
が
、
森

鴎
外
の
『
舞
姫
』
は
、
青
年
の
自
我
と
い
う
新
し
い
問
題
を
新
し
い
角
度
か

ら
追
求
し
た
作
品
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
本
格
的
な
近
代
文
学
の
創
造
は
、

三
十
年
代
詩
歌
を
中
心
に
し
て
興
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
藤
村
の
『
若

菜
集
』
子
規
の
『
歌
よ
み
に
与
ふ
る
書
』
鉄
幹
ら
の
『
明
星
』
創
刊
と
晶
子

の

『
み
だ

れ
髪
』
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。
『
文
学
界
』
は
明
治
二
十

六

年
に
創
刊
さ
れ
て
は
い
た
が
、
中
心
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
透
谷
の
自
殺
に
象

徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
二
十
年
代
で
は
ま
だ
文
壇
の
文
学
革
新
の
機
運
は
熟
し

て

い
な
か
っ
た
。

　
湖
人
が
中
央
の
文
壇
の
影
響
を
受
け
る
の
は
、
明
治
二
十
年
代
後
半
に
創

刊
さ
れ
、
地
方
の
投
稿
家
を
対
象
と
し
た
『
文
庫
』
『
新
声
』
な
ど
の
雑
誌
に

よ
っ
て
で
あ
る
。
湖
人
の
中
学
時
代
後
半
に
あ
た
る
明
治
三
十
年
代
中
頃
は
、

人

間
解
放
の
思
想
が
、
た
と
え
ば
『
明
星
』
な
ど
を
中
心
に
し
て
、
中
央
文

壇
で
か

な
り
風
靡
し
て
い
た
が
、
地
方
に
そ
の
思
想
が
浸
透
す
る
に
は
今
一

歩
の
感
が
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
湖
人
と
の
出
合
い
と
な
っ
た
文
学
は
、
新
し

い

思
想
に
よ
る
新
し
い
文
学
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
封
建
的
な
も
の
と
の

衝
突
の
中
で
苦
悩
し
、
挫
折
し
な
が
ら
も
一
歩
一
歩
前
進
し
て
い
く
力
を
持

つ

ま
で
に
は
達
し
て
い
な
い
時
期
の
文
学
で
あ
っ
た
。
新
し
い
思
想
を
理
論

と
し
て
は
理
解
で
き
て
も
、
生
活
と
の
か
か
わ
り
の
中
で
体
得
す
る
ま
で
に

根
を
下
ろ
し
て
は
い
な
か
っ
た
。

　

こ
の
三
十
年
代
の
地
方
の
様
子
は
、
二
十
年
代
の
中
央
文
壇
の
現
象
と
似

て

い

る
。
『
舞
姫
』
の
主
人
公
豊
太
郎
が
、
自
我
の
覚
醒
が
人
間
の
あ
る
べ
き

姿
で
あ
る
と
頭
の
中
で
は
理
解
し
な
が
ら
、
結
局
現
実
の
生
活
の
中
で
は
体

制
に
依
存
す
る
道
を
選
ん
だ
こ
と
や
、
坪
内
遣
遙
が
小
説
を
捨
て
て
戯
曲
に

逃
避
し
、
以
前
の
文
学
理
論
の
斬
新
さ
を
失
な
っ
た
こ
と
な
ど
は
、
二
十
年

代
の
文
学
の
一
つ
の
限
界
で
あ
っ
た
。
同
じ
こ
と
が
三
十
年
代
は
地
方
に
お

い
て

言

う
こ
と
が
出
来
る
。
結
局
、
新
し
い
文
学
の
思
想
も
、
当
時
の
地
方

の

青
年
た
ち
に
は
観
念
的
に
し
か
吸
収
さ
れ
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
こ
と
は
、
湖
人
の
文
学
観
を
探
る
時
、
重
要
な
要
因
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
湖
人
の
観
念
的
な
詩
や
文
学
論
は
、
彼
の
性
格
・
環

三
三
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境
に
充
分
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
や
、
持
定
の
文
学
者
か
ら
の
影
響
に
つ

い
て

は
前
稿
で
触
れ
た
が
、
更
に
、
今
述
べ
た
彼
の
最
初
の
出
合
い
と
な
っ

た
文
学
の
持
っ
て
い
た
性
格
の
影
響
も
看
過
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

　
　
　
　
2

　
短
歌
と
湖
人
の
関
係
を
、
俳
句
・
詩
な
ど
と
の
比
較
に
よ
っ
て
考
え
て
み

る
。　

佐
賀
中
学
校
の
校
友
会
誌
『
栄
城
』
に
湖
人
は
可
な
り
多
数
の
作
品
を
発

表

し
た
ら
し
い
が
、
現
在
は
散
侠
し
て
見
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
現
存
す
る

最
初
の
作
品
は
、
明
治
三
十
四
年
二
月
号
の
「
新
声
』
に
載
っ
た
短
歌
一
首

と
俳
句
二
句
で
あ
る
。
湖
人
、
中
学
三
年
生
の
時
で
あ
っ
た
。
最
初
は
短
歌

と
俳
句
の
二
本
立
て
で
投
稿
し
た
が
、
俳
句
は
わ
ず
か
「
新
声
』
誌
上
の
七

句
と
「
文
庫
」
誌
上
の
二
句
に
過
ぎ
な
い
。
作
品
の
出
来
栄
え
も
、
た
と
え

ば

河
東
碧
梧
桐
選
の
『
新
声
』
で
は
全
部
乙
部
入
選
で
あ
り
、
単
な
る
初
心

者
の
習
作
に
す
ぎ
ず
、
約
一
年
余
り
で
投
稿
を
罷
め
て
い
る
。
客
観
的
な
俳

句
の
世
界
は
、
湖
人
の
体
質
に
合
わ
な
か
っ
た
よ
う
だ
し
、
俳
句
の
体
質
を

理
解
す
る
に
は
幼
な
か
っ
た
。
俳
句
は
湖
人
に
ほ
と
ん
ど
問
題
ら
し
い
も
の

を
投
げ
か
け
る
こ
と
な
く
、
彼
の
中
か
ら
消
え
て
し
ま
っ
た
。

　
湖
人
は
、
短
歌
と
俳
句
か
ら
文
学
へ
接
近
し
て
い
っ
た
が
、
間
も
な
く
詩

の

創
作
に
専
念
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
は
、
同
級
生
で
蒲
原
有
明
の

門
下
生
で
あ
っ
た
平
方
暁
声
の
影
響
が
多
分
に
あ
っ
た
。
（
暁
声
の
詩
は
明
治

三

十
七
年
五
・
六
月
号
の
「
明
星
』
に
見
え
る
）
湖
人
は
主
に
「
新
声
』
へ

投
稿
し
、
明
治
三
十
五
年
一
月
号
に
は
、
目
次
に
詩
「
海
ぺ
の
朝
」
が
尾
上

柴
舟
と
並
べ
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
な
お
、
明
治
三
十
六
年
九
月
、
態
本
第
五

高
等
学
校
に
入
学
し
た
が
、
入
学
後
間
も
な
く
「
帝
国
文
学
」
に
詩
「
ち
か

ひ

の
虹
」
を
投
稿
し
た
。
そ
れ
が
十
一
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
の
で
、
彼
は
一

躍
五
高
生
の
注
目
の
的
と
な
っ
た
。
彼
の
詩
は
観
念
的
で
は
あ
る
が
、
中
学

校
・
高
等
学
校
の
学
生
と
し
て
は
卓
越
し
た
見
識
を
持
ち
、
彼
の
特
質
を
充

分
に
表
わ
し
て
い
る
。

　
湖
人
の

文
学
活
動
の
契
機
が
短
歌
の
投
稿
か
ら
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
当
時

と
し
て
当
然
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
時
代
作
歌
活
動
は
間
断
な

く
続
き
、
佳
作
を
残
し
て
い
る
。
し
か
し
、
次
第
に
詩
や
論
説
に
惹
か
れ
、

そ
れ
に
主
力
が
注
が
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
、
彼
の
本
領
が
思
索
に

あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

大
学
時
代
の
文
学
的
活
動
は
、
前
半
の
詩
歌
時
代
と
、
『
帝
国
文
学
』
の
編

集
委
員
と
し
て
活
躍
し
た
後
半
の
評
論
時
代
に
大
別
さ
れ
る
。

　

前
半
の
詩
歌
時
代
の
詩
に
は
、
今
ま
で
見
ら
れ
た
気
塊
の
籠
っ
た
長
詩
が

姿
を
消
し
、
代
っ
て
軽
い
歌
謡
風
な
小
詩
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、

習
作
時
代
は
詩
に
圧
倒
さ
れ
勝
ち
で
あ
っ
た
短
歌
が
多
く
発
表
さ
れ
、
充
実

し
た
良
い
作
品
が
見
ら
れ
る
。
高
校
時
代
ま
で
の
気
負
っ
た
姿
勢
が
な
く
な

り
、
内
面
生
活
の
成
長
・
充
実
が
反
映
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
か
。
こ
の
期

の
短
歌
を
内
田
夕
闇
時
代
の
短
歌
の
完
成
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
。

　

湖
人
の
生
活
に
お
い
て
、
短
歌
が
彼
の
文
学
活
動
の
前
面
に
押
し
出
さ
れ

る
時
の
出
さ
れ
方
に
二
通
り
あ
る
。
一
つ
は
精
神
状
態
が
こ
の
よ
う
に
安
定

し
た
時
期
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
、
そ
の
反
対
の
苦
悩
と
葛
藤
の
時
で
あ
る
。

こ
の
時
代
は
短
歌
が
湖
人
の
満
ち
足
り
た
生
活
の
象
徴
と
な
っ
た
第
一
期
で

あ
る
。

　
　
　
　
3

　
大
学
卒
業
後
、
や
り
た
か
っ
た
文
学
活
動
を
家
庭
の
事
情
で
断
念
し
、
不

本
意
な
が
ら
郷
里
に
留
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
苦
悶
の
毎
日

で
あ
っ
た
ら
し
い
。
湖
人
は
、
教
師
生
活
一
年
後
、
内
田
夕
闇
名
儀
最
後
の

短
歌
「
火
を
す
s
る
」
「
日
は
の
ぼ
る
」
を
、
大
正
二
年
一
・
二
月
号
の
『
帝

国
文
学
』
に
発
表
し
た
。
そ
れ
を
見
る
と
、
一
日
一
日
何
と
か
せ
ね
ぽ
と
思

い

な
が
ら
結
局
何
も
出
来
ず
、
酒
に
浸
り
、
酒
に
明
け
暮
れ
す
る
毎
日
の
苦

悩
が
、
自
嘲
的
に
詠
ま
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
は
彼
の
文
学
論
と
対
立

し
て
い
た
自
然
主
義
の
影
響
を
、
は
っ
き
り
と
見
い
出
す
こ
と
が
出
来
る
。

　

酒
に
あ
き
ぬ
、
あ
s
も
と
む
べ
き
何
も
の
も
我
が
ま
へ
に
な
し
。
風
白
う
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吹

く
。
　
（
火
を
す
s
る
）

　
わ
れ

を
わ
が
忘
る
ふ
ま
な
し
。
町
ゆ
け
ぽ
が
ら
す
戸
ご
と
に
わ
が
姿
見

　
ゆ
。
　
（
日
は
の
ぼ
る
）

こ
の
時
、
湖
人
の
肩
に
は
、
実
家
の
内
田
家
と
養
家
の
下
村
家
　
　
ど
ち
ら

も
既
に
没
落
し
て
い
た
1
両
家
の
重
荷
を
ど
っ
し
り
と
背
負
わ
さ
れ
て
い

た

の

で
あ
っ
た
。

　
湖
人
が
文
学
の
道
を
断
念
し
た
の
は
、
こ
の
環
境
の
た
め
で
あ
っ
た
の
だ

が
、
も
し
、
事
情
が
違
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
文
学
者
と
し
て
の
道
は
多
難

で

あ
っ
た
だ
ろ
う
。
文
壇
で
は
『
破
戒
』
や
『
蒲
団
』
の
作
品
の
発
表
と
共

に
、
『
早
稲
田
文
学
』
『
文
章
世
界
』
『
読
売
新
聞
』
『
太
陽
』
な
ど
で
自
然
主

義
文
学
論
が
活
発
に
展
開
さ
れ
、
明
治
末
期
に
は
『
何
処
へ
』
『
田
舎
教
師
』

『徽
』
な
ど
自
然
主
義
文
学
の
代
表
作
が
次
ぎ
次
ぎ
に
生
ま
れ
た
。
こ
の
自
然

主
義
文
学
全
盛
時
代
に
、
文
学
論
で
は
対
立
し
て
い
た
湖
人
は
ど
れ
だ
け
の

こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
か
。
現
在
文
学
史
の
上
で
、
こ
の
時
期
の
『
帝
国

文
学
』
派
が
ほ
と
ん
ど
問
題
に
さ
れ
て
い
な
い
。
湖
人
は
大
学
時
代
『
帝
国

文
学
』
の
主
力
メ
ン
バ
ー
の
一
人
で
あ
っ
た
が
、
そ
こ
で
述
べ
ら
れ
た
文
学

理
論

に

は
、
自
然
主
義
文
学
や
大
正
初
期
の
白
樺
派
の
文
学
理
論
に
比
較
し

て
、
総
合
的
に
古
さ
や
観
念
性
が
指
摘
出
来
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
、
少
年

時
代
彼
の
出
合
い
と
な
っ
た
文
学
の
質
と
、
葉
隠
の
伝
統
で
培
わ
れ
た
県
民

性
、
武
士
の
血
を
引
く
家
柄
、
彼
の
成
育
歴
な
ど
か
ら
当
然
の
帰
結
で
あ
っ

た
。　

前
稿
で
「
内
田
夕
闇
」
の
終
焉
、
つ
ま
り
、
文
学
の
世
界
か
ら
の
一
応
の

訣
別
は
、
「
下
村
湖
人
」
と
し
て
の
出
発
の
た
め
に
は
必
要
条
件
で
あ
っ
た
と

書
い
た
が
、
こ
れ
は
そ
の
理
由
の
一
端
で
あ
る
。

　
　
　
　
4

　
大
正
五
年
、
湖
人
は
気
持
を
取
り
直
し
て
新
春
を
迎
え
た
。
昨
年
生
ま
れ

た
長
女
晴
代
は
、
は
や
満
一
歳
の
誕
生
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
た
。
文
学
へ

の

未
練
は
な
お
断
ち
切
れ
な
い
も
の
が
あ
っ
た
が
、
そ
し
て
家
庭
の
雑
事
も

相
変
ら
ず
彼
の
肩
に
か
か
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
な
り
の
落
ち
着
き
を
見
せ
つ

つ
あ
っ
た
。
湖
人
は
日
記
代
り
に
短
歌
を
詠
も
う
と
決
め
た
。
彼
の
生
活
の

中
で
、
彼
の
心
情
を
、
生
活
を
、
容
易
に
表
現
出
来
る
も
の
は
、
や
は
り
短
歌

で

あ
っ
た
。
湖
人
は
、
文
学
だ
、
創
作
だ
と
気
負
わ
ず
に
彼
の
心
情
や
生
活

を
歌
に
詠
ん
で
み
よ
う
と
思
っ
た
の
だ
。
彼
の
自
己
表
現
へ
の
欲
求
が
素
直

な
形
で
生
活
の
中
か
ら
出
て
来
た
の
だ
っ
た
。

　
昨
年
、
東
京
新
宿
の
百
人
町
に
あ
る
下
村
家
を
訪
問
し
た
折
、
偶
然
、
新

資
料
で
あ
る
大
正
五
年
の
手
帖
を
見
っ
け
る
こ
と
が
出
来
た
。
細
か
い
字
で

丹
念
に
書
か
れ
た
手
帖
は
、
湖
人
が
か
な
り
大
切
に
し
て
い
た
物
ら
し
く
、

少
し
の
破
損
も
な
く
保
管
さ
れ
て
い
た
。

　

こ
の
手
帳
に
は
、
一
日
一
日
か
ら
三
月
二
日
ま
で
、
毎
日
幾
首
か
の
短
歌

が
書
い
て
あ
る
。
三
月
一
日
の
高
田
保
馬
宛
書
簡
に
は
「
…
…
…
こ
れ
は
元

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

旦
以
来
の
歌
か
ら
ぬ
き
書
し
た
の
で
す
。
昔
の
様
に
空
想
を
走
す
る
こ
と
な

く
、
日
々
の
経
験
を
し
ん
み
り
と
歌
っ
て
見
た
い
と
思
っ
て
日
記
に
そ
の
日

そ
の
日
書
き
つ
け
て
居
ま
す
。
し
か
し
久
し
く
や
め
て
居
た
の
で
言
葉
が
ど

う
も
思
ふ
様
に
出
て
来
ま
せ
ん
。
…
…
」
と
あ
る
。

　
手
帳
か
ら
主
な
出
来
事
を
抜
き
出
し
て
み
よ
う
。

　
一
月
十
九
日
・
二
十
日
　
同
盟
休
校
（
十
二
首
よ
り
）

　
正
義
て
ふ
も
の
に
と
ら
は
れ
暴
力
に
か
ひ
な
折
ら
れ
し
子
の
あ
は
れ
な
る

　

師
弟
て
ふ
い
つ
は
り
の
み
の
生
活
を
の
が
れ
出
で
ん
と
ひ
し
め
く
子
ら
よ

　

暴
力
に
こ
び
て
師
な
ど
を
あ
げ
つ
ら
ふ
子
ら
を
教
へ
て
世
に
生
く
る
人

　
山
こ
も
る
二
百
の
子
ら
に
さ
び
し
さ
の
今
か
わ
く
ら
し
夜
の
木
な
ら
べ
り

　

燭
の

火
を
そ
び
ら
に
う
け
て
狂
暴
の
子
の
立
て
る
を
ぽ
う
か
ぶ
へ
る
子
ら

　
先
祖
を
ば
ゆ
め
忘
る
な
と
母
の
来
て
言
へ
る
が
悲
し
子
の
顔
も
見
で

大
局
的
な
立
場
か
ら
努
め
て
客
観
的
に
詠
も
う
と
し
た
中
に
も
、
湖
人
の
生

徒
に
対
す
る
無
垢
な
教
育
愛
が
窺
わ
れ
る
。

　

二
月
八
日
　
小
人
劇
観
覧
の
印
象
を
詠
ん
だ
八
首
が
あ
る
。
こ
れ
は
後
に

歌
集
『
冬
青
葉
』
に
収
め
ら
れ
た
。

　

二
月
二
十
日
　
　
「
祖
父
母
、
母
の
墓
を
ほ
る
。
我
子
や
む
」

　

母

の

骨
ほ
る
と
て
ま
だ
き
野
を
ゆ
く
に
星
あ
か
り
し
て
冬
木
う
こ
か
ず

三
五
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骨
ほ
る
日
風
吹
き
あ
れ
て
墓
あ
な
に
う
な
れ
ば
心
う
ち
ふ
る
ふ
か
な

　
穴
底
の
擢
を
ふ
ま
へ
て
墓
ほ
り
の
酒
を
呼
ぽ
ふ
ず
恐
ろ
し
き
か
な

　

こ
の
骨
に
我
が
い
だ
か
れ
て
い
ね
し
こ
と
あ
る
と
思
へ
ば
身
も
世
も
あ
ら

　
れ
ず

　
白
骨
に
日
の
目
見
せ
た
る
我
が
し
ぐ
さ
子
に
む
く
い
来
て
子
は
熱
を
や
む

　
永
雨
さ
へ
い
た
く
ふ
り
来
ぬ
母
の
骨
ほ
り
て
わ
が
め
に
見
入
る
s
宵
闇

　
燭
と
れ
ば
か
め
の
中
な
る
母
の
骨
茶
色
に
光
り
風
は
た
と
や
む

　

さ
れ
か
う
べ
五
つ
な
ら
び
て
新
墓
の
か
め
に
お
さ
ま
り
く
s
と
音
す
る

『冬
青
葉
』
に
「
母
の
骨
」
と
題
し
た
絶
唱
二
十
五
首
の
原
型
で
あ
る
。
場

に
臨
ん
で
詠
ん
だ
な
ま
な
ま
し
い
感
動
が
あ
る
。
『
冬
青
葉
』
は
母
へ
の
思
慕

に
主
題
を
続
一
し
、
感
情
を
沈
潜
さ
せ
て
深
い
味
わ
い
を
出
し
て
い
る
。

　
二
月
二
十
二
日
～
二
十
五
日
　
母
の
墓
を
改
葬
し
た
翌
二
十
一
日
に
は
妻

は
病
床
に
就
き
、
そ
の
翌
日
は
湖
人
も
病
床
に
就
い
た
。
幸
い
病
床
に
あ
っ

た

の

は
三

日
程
で
あ
っ
た
が
、
生
来
頑
丈
な
た
ち
の
湖
人
に
と
っ
て
は
珍
ら

し
い
こ
と
で
、
妻
子
と
も
に
病
に
あ
っ
た
時
は
心
細
い
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。

脊
髄
の
中
を
這
ひ
ゆ
き
脳
髄
を
か
む
蛇
の
あ
り
生
き
む
す
べ
な
し
（
廿
二

　
日
）

　
や

め

る
子
の
泣
く
が
悲
し
も
春
の
日
の
窓
に
く
れ
か
ね
我
も
や
め
る
に

　

（廿
二
日
）

眼

あ
く
れ
ば
人
ら
居
並
び
さ
s
や
き
を
ひ
た
と
と
×
め
て
我
を
ま
も
る

も
（
廿
三
日
）

草
花
の
苗
な
ど
う
ゑ
て
熱
の
あ
と
わ
が
楽
し
め
ば
日
の
静
か
な
る
（
廿
五

日
）

　
手
帳
は
三
月
に
入
る
と
メ
モ
と
短
歌
が
断
続
的
に
な
り
、
そ
れ
以
後
は
簡

単
な
メ
モ
の
み
が
ま
れ
に
書
い
て
あ
る
程
度
で
あ
る
。
そ
し
て
、
十
二
月
下

句
に
な
っ
て
再
び
短
歌
が
書
き
連
ね
て
あ
る
。

　

メ
モ
か
ら
三
月
以
降
の
出
来
事
を
抜
き
出
し
て
み
る
。

　
六

月
二
十
七
日
　
五
十
五
連
隊
か
ら
召
集
を
受
け
、
七
月
三
十
一
日
除
隊

に
な
る
。

　
九
月
十
八
日
午
前
三
時
、
男
子
誕
生
。
二
十
日
辰
彦
と
命
名
。

　
十
一
月
八
日
　
　
「
野
田
次
郎
成
績
不
良
の
た
め
母
な
る
人
に
切
に
乞
は
れ

て

あ
つ
か
る
」
と
あ
る
。
後
に
『
次
郎
物
語
』
の
主
人
公
名
決
定
の
時
、
長

女
晴
代
の
主
張
に
よ
っ
て
彼
の
名
が
採
ら
れ
た
と
い
う
。

　
十
二
月
十
三
日
　
弟
清
治
か
ら
司
法
試
験
合
格
の
知
ら
せ
を
受
け
た
。
（
小

学
校
教
論
を
し
な
が
ら
司
法
試
験
の
準
備
中
だ
っ
た
）

　
十
二
月
三
十
一
日
　
「
田
中
も
野
田
も
家
に
帰
る
。
何
と
は
な
し
に
気
い

そ
が
わ
し
。
寝
に
つ
き
し
は
午
前
三
時
、
い
ろ
い
ろ
の
準
備
中
、
父
は
わ
か

ら
ず
や
、
母
は
全
く
計
画
な
し
。
不
快
極
り
な
し
。
予
は
先
づ
こ
の
家
庭
よ

り
脱
却
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
」
で
終
っ
て
い
る
。

　
次
に
、
手
帳
に
記
さ
れ
た
日
常
雑
詠
の
歌
の
中
か
ら
、
湖
人
の
心
境
を
今

少
し
く
わ
し
く
見
て
い
こ
う
。

　
若
く
美
し
い
妻
と
満
一
才
の
可
愛
い
い
長
女
に
湖
人
の
目
が
向
け
ら
れ
た

と
き
に
は
、
満
ち
足
り
た
心
情
が
窺
え
る
。

生
命
の
か
た
ち
を
得
た
る
吾
子
が
身
を
黙
し
て
思
ひ
思
へ
ど
厭
か
ぬ
か
も

　

（
1
月
8
日
）

　
藪

柑
子
雪
に
ご
ぼ
れ
ぬ
日
の
出
で
ぬ
か
く
あ
ら
ま
ほ
し
き
吾
子
が
魂

　
（
1
月
8
日
）

　

し
み
じ
み
と
子
の
な
つ
か
し
さ
眼
を
ひ
ら
き
身
じ
ろ
ぎ
も
せ
で
我
を
見
る

時
（
1
月
1
0
日
）

水
底
に
あ
り
て
星
光
る
や
は
ら
か
き
心
を
も
ち
て
妻
子
と
あ
ら
ば
や

　
（
1
月
1
0
日
）

　
　
し
か
し
湖
人
の
心
に
は
妻
子
と
の
幸
福
の
み
で
は
満
足
し
き
れ
な
い
も

　
の
が
時
ど
き
頭
を
持
ち
上
げ
て
く
る
。

雪

そ
s
ぎ
冷
た
き
風
の
ふ
く
宵
は
子
を
い
だ
き
て
も
心
淋
し
き
（
1
月
9

日
）は

や

な
か
ば
世
を
渡
り
つ
と
思
ふ
と
き
子
な
ど
生
る
ム
あ
は
れ
な
る
か
な
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（
1
月
1
5
日
）

　
そ
し
て
郷
里
の
自
然
を
眺
め
る
時
湖
人
の
人
生
は
大
き
く
ふ
く
ら
む
α

肥
の

国
の
野
を
見
は
る
か
す
山
に
居
て
日
の
出
つ
る
見
ぬ
大
い
な
る
か
な

（
1
月
6
日
）

青
き
色
み
そ
ら
に
匂
ひ
光
る
風
青
野
に
そ
よ
ぎ
水
遠
く
流
る
（
1
月
1
0
日
）

潮
鳴
や
我
の
心
に
青
き
雲
白
き
雲
な
ど
湧
く
心
地
に
し
て
（
1
月
1
2
日
）

　

ま
た
時
に
は
少
年
の
頃
に
思
ひ
を
馳
せ
る
事
も
あ
る
。

ひ

じ
り
な
ど
住
み
け
ん
頃
の
心
地
し
て
野
に
出
で
て
見
る
ひ
る
の
月
か

な
（
1
月
1
5
日
）

　
し
か
し
、
彼
を
取
り
巻
く
環
境
は
余
り
に
も
重
く
、
固
い
。
自
分
の
や

り
た
い
仕
事
へ
の
意
欲
は
充
分
に
あ
る
の
だ
が
…
…
…

木
の
う
つ
ろ
大
地
の
底
に
に
ご
り
た
る
息
ふ
き
あ
げ
て
春
の
重
た
き

　
（
1
月
1
0
日
）

　
そ
し
て
、
焦
燥
感
に
彼
は
絶
え
ず
苦
し
め
ら
れ
る
。

水
の
も
に
ち
か
ひ
の
こ
と
ば
よ
う
つ
た
び
か
き
て
沈
み
て
死
な
ぽ
や
星
の

夜
（
1
月
9
日
）

あ
る
と
き
は
妻
子
を
う
と
み
ひ
と
り
身
の
友
と
酒
く
み
い
ら
だ
ち
て
あ
り

　
（
1
月
勿
日
）

　
時
に
は
酒
に
よ
っ
て
粉
ら
す
日
も
あ
る
。
し
か
し
、
酔
覚
め
の
何
と
も

言
え
な
い
淋
し
さ
は
、
湖
人
の
人
生
の
淋
し
さ
で
も
あ
る
。
歌
境
に
は
自

然
主
義
文
学
の
影
響
も
見
い
出
さ
れ
、
時
代
の
姿
と
そ
の
中
に
あ
る
湖
人

を
自
か
ら
投
影
し
て
い
る
。

ゑ
ひ

し
れ
て
家
に
か
へ
れ
ば
母
と
妻
と
妻
の
妹
と
さ
み
し
く
語
れ
り

　
（
1
月
2
日
）

淋
し
さ
は
病
に
似
た
り
正
月
の
三
日
の
昼
の
消
え
て
行
く
頃
（
1
月
3
日
）

ふ

と
さ
め
し
酔
と
ね
む
り
を
ま
さ
ぐ
り
て
眼
を
と
つ
れ
ぽ
世
は
青
白
き

　
（
1
月
4
日
）

　

こ
の
淋
し
さ
は
時
に
は
死
を
も
考
え
さ
せ
た
り
す
る
。

日
の
沈
み
白
き
木
肌
の
な
ら
ぶ
と
き
死
ぬ
て
ふ
事
を
思
ひ
そ
め
て
き
（
1

月
勿
日
）

さ
め
て
あ
れ
ぽ
我
身
世
に
な
く
悲
し
け
れ
死
ぬ
を
思
へ
ば
な
ほ
悲
し
け
れ

（
2
月
1
6
日
）

　

し
か
し
、
湖
人
は
そ
う
い
う
感
傷
に
の
み
お
ぼ
れ
て
い
ら
れ
る
境
遇
で

は

な
か
っ
た
。
彼
の
繊
細
で
柔
ら
か
い
神
経
の
も
う
一
方
で
は
、
道
義
的
、

良
識
的
な
強
勤
な
神
経
が
彼
を
支
配
し
て
い
た
。

金

の

鶯
か
へ
あ
て
ぼ
や
と
太
宰
府
に
父
の
行
く
を
ば
淋
し
く
送
り
ぬ

（
1
月
7
日
）

　

こ
の
父
を
抱
え
、
母
や
妻
子
を
抱
え
て
、

く
さ
ぐ
の
古
き
仕
来
り
一
つ
だ
け
に
す
て
ん
と
は
せ
ず
さ
げ
す
み
つ
s
も

（
1
月
1
日
）

　
彼
は
自
ら
に
こ
の
よ
う
な
生
活
を
強
い
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
手
帳
の
短
歌
の
歌
語
の
特
徴
は
、
「
さ
び
し
」
「
悲
し
」
と
言
う
心

情
表
現
の
語
が
多
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
頃
の
湖
人
の
心
境
が
端
的
に
あ

ら
わ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

淋
し
さ
は
黒
く
大
き
く
か
し
ま
し
き
鴉
の
ご
と
し
年
く
る
s
夜
の
（
1
2
月

20
日
）

夕
風
の
寒
く
し
ふ
く
ば
日
く
る
x
は
こ
と
に
春
こ
そ
悲
し
か
り
け
れ

（
2
月
勿
日
）

　
そ
の
他
「
黙
す
」
の
語
も
多
い
。
自
分
の
人
生
は
沈
黙
し
か
な
い
と
悟
っ

た

諦
観
の
中
に
も
、
湖
人
の
や
り
切
れ
な
い
欝
憤
を
感
じ
る
こ
と
が
出
来

る
。戦

の
壁
画
の
ご
と
く
な
や
ま
し
く
小
暗
き
な
か
に
心
黙
せ
る
（
1
2
月
2
日
）

　
更
に
、
対
象
物
と
し
て
は
、
樹
木
や
木
立
ち
が
よ
く
詠
ま
れ
て
い
る
。

こ
れ
も
孤
独
な
彼
の
心
情
を
象
徴
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

白
け
た
る
大
木
の
枯
枝
紺
青
の
空
に
う
か
べ
り
浮
彫
の
ご
と
（
2
月
4
日
）

気
負
わ
ず
に
生
活
や
心
情
を
あ
り
の
ま
ま
に
詠
ん
だ
と
こ
ろ
に
、
現
実
を

三
七
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反
映
し
た
内
容
の
豊
か
な
文
学
へ
の
転
換
が
お
こ
な
わ
れ
つ
つ
あ
っ
た
。
後

年
の
名
作
『
次
郎
物
語
・
第
一
部
』
な
ど
は
、
青
年
時
代
の
観
念
論
で
は
到

底
掴
み
得
な
い
確
実
な
現
実
認
識
の
把
握
が
認
め
ら
れ
る
が
、
こ
の
頃
の
態

度
に
そ
の
源
を
見
い
出
す
こ
と
が
出
来
る
。
彼
の
文
学
に
対
す
る
意
識
の
変

革
は
、
ま
ず
短
歌
に
見
い
出
せ
る
と
言
え
よ
う
。

⇔
　
教
師
時
代
の
思
索

年
譜
に
よ
っ
て
湖
人
の
教
職
歴
を
一
見
し
て
み
よ
う
。

明
治
必
年

大
正
2
年

　
　
3
年

　
　
4
年

　
　
5
年

　
　
6
年

　
　
7
年

　
9
年

　
　
1
2
年

　
　
1
4
年

昭

和
3
年

　
4
年

　
5
年

　
6
年

佐
賀
中
教
師

唐
津
中
教
頭

鹿
島
中
校
長

唐
津
中
校
長

台
中
第
一
中
校
長

台
北
高
教
頭

台
北
高
校
長

（九
月
十
日
ス
ト
ラ
イ
キ
）

台
北
高
校
長
辞
任

　
明
治
末
期
か
ら
大
正
初
期
に
か
け
て
、

五
年
頃
か
ら
、

観
の
交
錯
し
た
生
活
が
続
い
た
。

結
婚

父
死
亡
　
内
田
家
離
散

長
女
晴
代
出
生
　
兄
死
亡

長
男
辰
彦
出
生

弟
弁
護
士
開
業

長
男
死
亡
　
次
男
覚
出
生

次
女
満
代
出
生

三
女
照
代
出
生

三
男
徹
出
生

4746454441393634333231302927
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表
面
上
は
一
応
の
落
ち
着
き
を
見
せ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

こ
こ
で
は
主
と
し
て
、

台
湾
に
お
い
て
校
長
の
職
に
あ
っ
た
時
代
の
湖
人
に
つ
い
て
、
彼
の
生
活
や

思
索
に
焦
点
を
当
て
た
い
。

　
　
　
　
1

　
三

十
代
後
半
の
湖
人
は
、
鹿
島
・
唐
津
両
中
学
校
で
期
待
さ
れ
る
若
き
校

湖
人
の
人
生
は
激
変
し
た
。
大
正

　
　
　
　
　
内
面
で
は
煩
悶
と
諦

　
　
　
　
　
　
佐
賀
県
下
、
及
び

長

と
し
て
敏
腕
を
奮
っ
た
。
そ
れ
よ
り
先
、
唐
津
中
教
頭
時
代
の
湖
人
の
エ

ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
、
当
時
の
教
え
子
の
一
人
川
越
惣
市
は
、
『
一
教
育
家
の
面

影－
下
村
湖
人
追
想
』
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　1
唐
津
の
町
に
仲
道
家
と
い
う
料
理
屋
が
あ
っ
た
。
下
村
教
頭
は
そ
の

　
二
階
で
職
員
の
宴
会
を
開
い
て
い
た
。
下
で
は
町
の
学
務
委
員
が
十
四
五

　
名
で
打
合
せ
会
を
か
ね
て
宴
を
は
っ
て
い
た
。
二
階
の
さ
わ
ぎ
が
ひ
ど
く

　
な
っ
た
。
女
中
が
二
三
度
忠
告
に
来
た
が
い
っ
こ
う
に
静
ま
ら
な
い
。
と

　
う
と
う
学
務
委
員
の
一
人
が
「
学
務
行
事
の
打
合
せ
が
出
来
な
い
か
ら
静

　
か

に
せ

よ
」
と
ど
な
り
込
ん
で
来
た
。
下
村
教
頭
は
そ
れ
を
聞
い
て
「
さ

　
わ
げ
、
さ
わ
げ
、
大
い
に
さ
わ
げ
」
と
職
員
た
ち
に
ハ
ッ
パ
を
か
け
た
か

　
ら
大
変
だ
。
翌
日
の
唐
津
日
日
新
聞
と
時
事
新
聞
の
夕
刊
に
、
ほ
と
ん
ど

　
一
頁
を
さ
い
て
「
中
学
校
教
師
料
理
屋
で
大
さ
わ
ぎ
」
と
い
う
よ
う
な
見

　
出
し
で
、
下
村
教
頭
を
槍
玉
に
あ
げ
て
書
き
立
て
た
。
・
：
・
：
…
・
…
：
下
村

　
先
生
は
そ
の
攻
撃
を
聞
き
流
し
て
一
言
の
弁
解
も
し
な
か
っ
た
。
そ
の
う

　
ち
、
佐
賀
県
下
の
教
員
大
会
が
開
か
れ
た
。
下
村
先
生
の
見
識
と
弁
舌
は

　
す
で
に
有
名
で
、
大
会
の
呼
び
も
の
は
先
生
の
講
演
で
あ
っ
た
。
聴
衆
を

　
酔
わ
せ
た
大
講
演
の
最
後
に
先
生
は
「
い
や
し
く
も
神
聖
な
教
育
問
題
を

　
料
理
屋
で
議
す
る
と
は
何
事
で
あ
る
か
、
料
理
屋
は
飲
ん
で
さ
わ
ぐ
と
こ

　
ろ
で
あ
る
」
と
結
ん
だ
。
満
場
の
教
員
は
や
ん
や
と
喜
ん
だ
。
日
ご
ろ
の

　

ウ
ッ
プ
ン
を
一
瞬
に
晴
ら
し
た
よ
う
な
気
に
な
っ
た
。
1

　
多
少
大
袈
裟
に
喧
伝
さ
れ
た
話
と
は
思
う
が
、
そ
れ
で
も
、
学
務
委
員
へ

の
態
度
に
湖
人
の
反
骨
精
神
と
見
識
の
一
端
を
窺
う
こ
と
が
出
来
る
。
ま
た
、

最
後
の
部
分
は
、
佐
賀
県
下
で
教
師
と
し
て
湖
人
の
占
め
た
位
置
を
如
実
に

語
っ
て
い
る
。
そ
の
他
こ
の
書
に
は
、
教
え
子
や
同
僚
の
多
数
の
追
想
記
が

載

せ
て

あ
り
、
湖
人
の
教
師
と
し
て
の
声
望
を
窺
う
こ
と
が
出
来
る
。

　
そ

れ
に

よ
る
と
、
当
時
は
中
学
校
の
ス
ト
ラ
イ
キ
が
た
び
た
び
起
り
、
校

長
に
は
頭
の
痛
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
湖
人
は
高
い
見
識
か
ら
、
あ
る
時
は
生

徒
た
ち
を
説
諭
し
、
あ
る
時
は
気
合
い
を
か
け
て
生
徒
た
ち
の
気
力
を
呑
み
、

彼
の
ペ
ー
ス
に
持
ち
込
ん
で
学
校
経
営
を
ス
ム
ー
ス
に
し
た
ら
し
い
。
そ
し
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て
、
豊
か
な
学
識
と
思
惟
す
る
哲
人
的
素
質
と
若
さ
は
、
生
徒
た
ち
に
大
き

な
影
響
を
与
え
た
。
鹿
島
中
か
ら
唐
津
中
へ
転
任
の
時
、
留
任
運
動
の
計
画

が
立
て

ら
れ
、
ま
た
、
唐
津
中
へ
転
学
を
願
い
出
た
も
の
が
数
名
い
た
が
、

湖
人
は
そ
の
両
方
と
も
説
得
し
、
思
い
留
ま
ら
せ
た
。
同
じ
く
、
唐
津
中
か
　
、

ら
台
湾
へ
移
転
す
る
時
も
大
変
な
留
任
運
動
が
起
っ
た
が
、
湖
人
は
台
湾
教

育
の
「
理
想
と
使
命
」
を
説
き
、
町
の
人
た
ち
か
ら
も
名
残
り
を
惜
し
ま
れ

な
が
ら
唐
津
を
去
っ
て
い
っ
た
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。

　
後
年
の
『
次
郎
物
語
』
は
、
社
会
情
勢
の
変
化
と
湖
人
の
教
育
理
念
の
熟

慮
に
よ
っ
て
、
必
ず
し
も
こ
の
当
時
の
事
柄
の
反
映
で
は
な
い
が
、
こ
の
追

想
記
を
読
む
と
、
細
か
い
個
個
の
事
象
は
こ
の
時
代
の
直
接
・
間
接
の
経
験

が
重
要
な
素
材
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
時
代
、
湖
人
が
執
筆

し
、
講
演
し
た
も
の
が
、
文
字
に
な
っ
て
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
な
い
の
は
大

変
残
念
な
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
2

　
湖
人
の
教
師
時
代
の
思
索
を
主
に
し
て
ま
と
め
た
唯
一
の
も
の
に
、
『
教

育
的
反
省
』
（
昭
9
刊
・
泰
文
館
）
が
あ
る
。
代
表
的
な
諸
篇
に
検
討
を
加
え

て

み
た
い
。

　
大
正
十
二
年
の
「
自
己
表
現
と
奉
仕
」
は
、
こ
の
時
代
の
思
想
を
代
表
す

る
一
篇
で
あ
る
。
『
教
育
的
反
省
』
は
昭
和
十
五
年
再
版
の
時
、
こ
の
篇
の
題

名
を
と
り
、
『
自
己
表
現
と
奉
仕
』
と
改
題
さ
れ
た
。
力
を
入
れ
て
書
い
た
跡

が
感
じ
ら
れ
る
。
し
ぽ
ら
く
彼
の
論
理
を
辿
っ
て
み
よ
う
。

　
　

「

宇
宙
は
個
体
表
現
の
綜
合
で
あ
り
、
大
人
生
は
生
命
の
表
現
に
よ
っ

　

て
、
や
が
て
ま
た
、
大
人
生
自
ら
を
表
現
す
る
。
…
…
…
個
々
の
も
の
入

　
表
現
は
、
宇
宙
を
し
て
宇
宙
た
ら
し
め
、
、
人
生
を
し
て
人
生
た
ら
し
め
る

　
必
須
の
条
件
で
あ
り
、
神
聖
な
る
任
務
で
あ
る
。
」

し
か
る
に
、
こ
の
自
己
表
現
の
過
程
に
お
い
て
人
間
は
迷
妄
を
お
こ
し
た
。

そ
の
所
因
と
し
て
は
、

　

「

第
一
に
、
名
と
実
の
錯
誤
が
あ
り
、
第
二
に
、
所
有
欲
と
表
現
欲
と
の

　
混

同
が
あ
り
、
第
三
に
普
遍
へ
の
奉
仕
と
自
己
表
現
と
の
対
立
観
が
あ

　
る
。
L

と
言
い
、
以
下
、
わ
れ
わ
れ
は
い
か
に
し
た
ら
こ
れ
ら
の
迷
妄
を
克
服
出
来

る
か
を
説
く
。
第
一
点
に
関
し
て
、

　
「

人
間
に
と
っ
て
、
真
実
の
自
己
表
現
は
、
仕
事
の
外
に
は
何
も
の
も
な

　
い
筈
で
あ
る
。
宇
宙
進
展
へ
の
敬
慶
な
寄
与
、
人
生
創
造
へ
の
勇
敢
な
奉

　
仕
、
そ
こ
に
、
吾
々
は
、
自
己
表
現
の
醍
醐
味
を
味
ふ
べ
き
で
あ
る
。
」

と
述
べ
、
第
二
点
に
つ
い
て
は
、

　
「

『生
き
て
働
く
』
の
『
働
く
』
は
所
有
を
超
越
し
、
物
を
駆
使
し
つ
s
、

　
刻
々
に
自
己
を
創
造
し
、
か
っ
表
現
す
る
働
き
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
人

　
間
相
互
の
正
し
き
自
己
表
現
の
交
錯
に
よ
っ
て
、
不
断
に
進
展
し
て
行
く

　
人
生
相
こ
そ
は
、
人
類
歓
喜
の
唯
一
の
源
泉
で
あ
り
、
聖
に
し
て
永
遠
な

　
宇
宙
霊
へ
の
、
輝
や
か
し
き
通
路
で
あ
る
。
」

と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
第
三
点
に
関
し
て
は
、

　

「

自
己
完
成
は
、
や
が
て
社
会
完
成
で
あ
り
、
社
会
完
成
は
、
や
が
て
自

　
己
完
成
で
あ
る
。
こ
の
事
を
明
か
に
意
識
す
る
と
こ
ろ
に
、
人
生
の
肯
定

　
が

あ
る
。
そ
し
て
、
一
切
は
未
完
成
な
る
が
故
に
、
吾
々
は
当
然
苦
難
を

　
な
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
苦
難
は
完
成
へ
の
道
で
あ
る
。
」

　
「

自
己
表
現
と
奉
仕
と
の
融
合
一
致
、
こ
れ
即
ち
、
永
達
に
し
て
亡
び
ざ

　

る
人
間
の
真
実
道
で
あ
る
。
」

と
言
う
。
個
人
と
宇
宙
、
あ
る
い
は
個
人
と
社
会
に
つ
い
て
、
そ
の
本
質
的

な
相
違
を
論
ず
る
こ
と
な
く
直
裁
に
結
び
つ
け
て
論
旨
を
展
開
し
た
り
、
ま

た
、
そ
の
点
が
明
瞭
に
な
っ
て
い
な
い
た
め
に
、
個
人
の
果
す
役
割
の
中

に
精
神
的
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
と
も
す
る
と
強
調
さ
れ
勝
ち
で
あ
る
こ
と
が
問
題

と
し
て
残
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
論
文
に
見
ら
れ
る
湖
人
の
思
想
の
特
質
と
し
て
は
、
人
間
の
積
極
的
、

意
欲
的
意
志
を
強
調
し
、
人
間
や
社
会
が
そ
の
よ
う
な
意
志
に
よ
っ
て
完
成

　
　
　
　
　
　
　
　
へ

さ
れ
て
い
く
と
言
う
　
全
面
的
に
人
間
性
を
信
頼
、
肯
定
し
た
考
え
方
を
指

摘
出
来
る
。
理
想
主
義
を
基
盤
と
す
る
こ
の
思
想
は
、
既
に
、
高
等
学
校
時

代
の
論
説
に
見
い
出
さ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
よ
り
は
整
理
さ
れ
、
論
点
が
明
確

三
九
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に

な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
一
層
助
長
し
た
も
の
は
、
彼
の
教
職
歴

で

あ
ろ
う
。
大
正
十
三
年
唐
津
中
学
校
の
校
歌
を
作
詞
し
て
い
る
が
、
そ
の

作
意
を
述
べ
た
文
章
か
ら
そ
れ
を
窺
う
こ
と
が
出
来
る
。

　

「

吾
々
は
一
人
一
人
と
し
て
『
光
』
に
蘇
り
、
「
力
』
に
目
覚
め
、
そ
し
て
、

　

祖

国
の
地
盤
に
立
つ
『
協
力
』
の
人
た
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
永
遠
に
創
造

　

し
躍
進
す
る
『
望
の
男
の
子
』
と
な
っ
て
行
く
の
で
あ
り
ま
す
。
…
…
…

　

こ
こ
に
全
人
類
、
全
社
会
の
一
体
観
を
掲
げ
て
、
献
帰
の
魂
を
そ
s
り
た

　

い

と
思
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
私
の
所
謂
一
体
観
と
は
、
個
体
と
普
遍
と

　

を
切
り
は
な
し
て
考
え
な
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
我
と
、
国
家
と
、
世
界

　

と
を
、
対
立
的
に
見
な
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
…
…
…
」

　

こ
こ
に
は
、
「
自
己
表
現
と
奉
仕
」
よ
り
も
よ
り
単
純
に
純
化
さ
れ
た
積
極

的
な
考
え
が
出
て
い
る
。
若
若
し
い
前
途
洋
洋
た
る
生
徒
に
毎
日
接
触
し
て
、

人

生
へ
の
積
極
的
な
意
欲
を
掻
き
立
て
ら
れ
た
の
も
当
然
な
こ
と
で
あ
ろ

う
。
そ
の
他
、
彼
が
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
中
で
教
師
生
活
を
送
っ
た
こ
と

も
関
係
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
校
歌
に
つ
い
て
は
、
戦
後
に
な
っ
て
唐
津
高
校
の
校
歌
を
新
た
に
依

頼
さ
れ
た
時
、

　

「

…
…
唐
中
時
代
の
あ
の
歌
は
実
は
小
生
と
し
て
今
日
で
も
内
容
的
に
見

　
て

不
適
当
で
な
い
と
思
っ
て
い
る
。
」
「
（
個
人
と
国
家
と
人
類
と
の
一
如
的

　
前
進
）
は
何
等
か
の
形
で
取
入
れ
る
必
要
を
痛
感
し
て
い
ま
す
。
」

と
書
い
て
い
る
。
一
体
化
の
思
想
は
こ
の
後
き
め
細
か
く
展
開
し
て
い
く
が
、

本
質
的
に
は
生
涯
変
る
こ
と
の
な
い
湖
人
の
信
念
で
あ
っ
た
。

次
に
一
体
化
の
方
法
に
触
れ
て
み
よ
う
。

わ
れ
わ
れ

は
一
体
化
の
完
成
の
た
め
に
「
改
善
の
信
」
を
信
じ
て
、
一
歩

一
歩
苦
難
の
道
を
歩
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、

　
「
運
命
に
対
す
る
敬
慶
な
服
従
、
そ
れ
は
単
な
る
投
げ
や
り
な
諦
め
で
は

な
い
。
運
命
の
静
観
は
、
使
命
の
静
観
で
あ
り
、
苦
難
の
意
義
の
体
得
で

あ
り
、
そ
し
て
、
運
命
そ
の
も
の
を
足
下
に
踏
ま
へ
て
、
其
の
上
に
、
自

由
の
天
地
を
現
出
す
る
こ
と
で
あ
る
。
」

と
言
う
。
こ
の
思
索
の
根
底
に
あ
る
も
の
は
乃
木
大
将
の
殉
死
で
あ
る
。
湖

人

は
基
本
的
に
は
自
殺
を
否
定
し
な
が
ら
も
、
乃
木
の
死
は
肯
定
し
て
、

　

「

自
殺
そ
れ
自
身
が
、
そ
の
人
の
使
命
の
一
部
で
あ
り
、
自
殺
に
よ
ら
な

　
け
れ
ぽ

そ
の
使
命
の
完
成
を
期
し
難
い
、
と
信
ぜ
ら
れ
る
場
合
で
あ
る
。
」

と
述
ぺ
て
い
る
。
ま
た
、
大
正
十
四
年
に
書
い
た
「
我
の
成
長
」
の
中
で
も
、

自
己
即
一
切
、
一
切
即
自
己
の
絶
対
境
を
把
握
し
て
生
の
創
造
を
試
み
よ
う

と
す
る
と
、

　

「

献
身
も
、
犠
牲
も
、
主
観
的
に
は
献
身
で
も
犠
牲
で
も
な
く
、
そ
れ
は

　
た

s
『
我
』
を
生
か
す
の
道
に
す
ぎ
な
い
。
そ
こ
に
は
悲
壮
な
る
殉
教
者

　
の
喜
び
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
」

と
書
い
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
引
用
を
並
べ
る
と
、
森
鴎
外
の
『
山
椒
大
夫
』
な
ど
一
連
の

歴
史
小
説
が
思
い
出
さ
れ
る
。
「
安
寿
」
は
ま
さ
に
死
に
よ
っ
て
自
己
の
使
命

を

完
遂
し
た
と
言
え
る
で
は
な
い
か
。
鴎
外
が
乃
木
の
殉
死
に
触
発
さ
れ
て

書
い
た
「
興
津
弥
五
衛
門
の
遺
書
』
か
ら
出
発
し
た
歴
史
小
説
は
、
積
極
的

に
自
己
を
主
張
し
た
『
阿
部
一
族
』
や
『
佐
橋
甚
五
郎
』
か
ら
、
『
安
井
夫
人
』

「山
椒
大
夫
』
『
最
後
の
一
句
』
な
ど
の
よ
う
に
、
否
定
の
形
で
自
己
を
と
ら

え
た
作
品
へ
と
移
行
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
鴎
外
が
辿

り
着
い
た
心
境
は
掲
⑳
・
・
｛
胃
①
亘
o
コ
（
諦
観
）
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
、
湖
人

の

「

第
一
次
善
」
（
昭
3
）
と
言
う
対
話
形
式
の
人
生
論
の
中
に
も
や
は
り
見

ら
れ
る
。

　
「
「
私
は
諦
観
と
い
ふ
こ
と
に
、
大
き
な
知
恵
と
、
勇
気
と
を
、
見
出
し
う

　
る
や
う
に
思
ひ
ま
す
が
。
』
『
諦
観
は
い
s
。
だ
が
、
そ
れ
は
絶
望
と
同
じ

意
味
で
は
な
い
よ
。
そ
れ
は
深
奥
な
る
善
を
肯
定
し
、
ほ
が
ら
か
な
世
界

　
に
希
望
を
つ
な
ぐ
荘
厳
な
心
の
態
度
な
ん
だ
。
も
が
く
と
い
ふ
態
度
と
は
、

　
比
較
に
な
ら
ぬ
ほ
ど
立
派
な
態
度
だ
が
、
や
は
り
「
も
が
き
」
が
深
化
さ

れ
、
聖
化
さ
れ
た
も
の
だ
ろ
う
。
絶
体
絶
命
の
場
合
、
死
力
を
っ
く
し
て

得
ら
れ
た
大
肯
定
の
境
地
が
、
そ
れ
だ
ね
。
』
L

さ
ら
に
こ
の
「
第
一
次
善
」
の
中
に
は
、
知
恵
に
よ
っ
て
運
命
を
切
り
開
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か
ね
ば

な
ら
ぬ
こ
と
を
述
べ
て
い
る
が
、
鴎
外
も
『
マ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
の
脚

本
』
と
題
し
た
講
演
で
、
知
恵
に
よ
っ
て
運
命
を
開
拓
し
た
モ
ン
ナ
・
ワ
ン

ナ

に

つ
い
て

強
調
し
て
述
べ
て
い
る
。

　
今
、
私
は
乃
木
の
殉
死
を
起
点
に
し
て
、
二
人
の
作
家
が
到
達
し
た
共
通

点
を
求
め
て
み
た
。
思
う
に
、
鴎
外
も
湖
人
も
幼
少
の
頃
は
儒
教
の
影
響
を

受
け
、
青
年
期
に
は
、
一
方
は
ド
イ
ッ
文
学
、
他
方
は
イ
ギ
リ
ス
文
学
と
差

異

は

あ
る
が
、
と
も
に
西
欧
の
思
想
・
文
学
に
触
れ
て
い
る
な
ど
経
歴
の
共

通
点
も
見
い
出
せ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
特
に
問
題
と
す
べ
き
こ
と
で
は

な
く
、
明
治
時
代
、
学
問
に
志
し
た
者
が
大
半
通
っ
た
過
程
で
あ
っ
た
。
た

だ
、
何
に
価
値
を
見
い
出
す
か
は
個
人
に
よ
っ
て
随
分
違
っ
て
い
た
。
明
治

時
代
は
本
質
的
に
近
代
性
と
封
建
性
の
二
律
背
反
的
性
格
を
持
っ
て
い
た

が
、
ど
ち
ら
に
比
重
を
か
け
て
考
え
る
か
は
個
人
に
よ
っ
て
か
な
り
相
違
が

あ
っ
た
。
た
ま
た
ま
鴎
外
と
湖
人
の
場
合
は
、
価
値
観
が
類
似
し
て
い
た
と

言
え
よ
う
か
。

　
　
　
　
3

　
大
正

十
二
年
十
一
月
「
国
民
精
神
作
興
に
関
す
る
詔
書
」
が
出
た
時
、
佐

賀
県
教
育
会
よ
り
意
見
を
求
め
ら
れ
て
、
「
教
育
家
の
節
操
」
を
書
い
た
。
現

場
教
師
と
し
て
の
湖
人
を
知
る
上
で
好
都
合
の
材
料
で
あ
る
。
最
後
の
部
分

を
引
用
し
て
み
よ
う
。

　
「

維
新
後
、
教
育
家
の
活
動
の
範
囲
は
、
日
を
追
ふ
て
狭
め
ら
れ
て
来

　
た
。
…
…
…

　
　
社
会
各
般
の
出
来
事
に
就
い
て
、
生
徒
が
具
体
的
な
質
問
を
発
す
る
時
、

　
勇
敢
に
こ
れ
に
答
へ
う
る
者
が
、
今
日
の
教
育
界
に
果
し
て
何
人
あ
る
か
。

　
自
ら
進
ん
で
具
体
的
に
説
明
し
、
批
判
し
、
し
か
も
、
そ
れ
を
教
育
家
の

　
権
利
で
あ
り
、
義
務
で
あ
る
、
と
自
覚
し
て
ゐ
る
者
に
至
っ
て
は
、
蓼
々

　

と
し
て
暁
天
の
星
の
如
く
で
は
あ
る
ま
い
か
。
吾
等
は
あ
ま
り
に
屈
従
し

　
す
ぎ
て
ゐ
る
。
屈
従
は
正
義
に
盲
目
な
る
者
の
と
る
態
度
で
あ
る
。
生
徒

　
に
愚
弄
せ
ら
れ
る
の
は
、
当
然
す
ぎ
る
ほ
ど
当
然
だ
。
制
度
が
許
さ
ぬ
と

　
い
ふ
の

か
。
そ
れ
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
制
度
は
、
た
×
だ
ま
っ
て
見
て

　

ゐ
た
の
で
は
、
永
久
に
改
革
さ
れ
な
い
。

　
　

あ
る
地
方
で
は
、
教
育
家
が
思
想
問
題
を
研
究
す
る
こ
と
を
禁
ぜ
ら
れ

　

た
。
そ
し
て
、
そ
の
地
方
の
教
育
家
は
、
黙
々
し
て
こ
れ
に
忍
従
し
た
。

　

驚
く
べ
き
堕
落
だ
。
…
…
…
教
育
が
、
国
家
生
活
と
、
個
人
生
活
の
全
部

　

を
取
扱
ふ
も
の
で
あ
る
限
り
、
吾
々
は
、
吾
々
の
任
務
を
完
全
に
果
す
た

　

め

に
、
社
会
各
般
の
問
題
に
対
し
て
、
も
う
少
し
情
熱
を
有
し
て
然
る
べ

　

き
だ
。
単
に
、
与
へ
ら
る
s
も
の
s
み
を
取
る
の
で
な
く
、
職
務
の
た
め

　

に
必
要
な
も
の
を
進
ん
で
取
る
こ
と
に
努
力
す
べ
き
だ
。
国
家
重
要
の
問

　

題

に
関
し
て
は
、
教
育
者
の
団
体
と
し
て
宣
言
を
発
表
す
る
位
は
、
寧
ろ

　

吾
々
の
義
務
だ
と
考
へ
て
然
る
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。
ど
ち
ら
向
い
て

　

も
叫
ぽ
ざ
る
者
が
教
育
家
か
、
必
要
と
あ
ら
ば
職
を
堵
し
て
も
立
つ
の
が

　

教
育
家
か
、
少
し
考
へ
た
ら
解
り
さ
う
な
も
の
で
あ
る
。
…
…
L

　
論
文
全
体
に
つ
い
て
は
検
討
を
要
す
る
箇
所
も
あ
る
が
、
こ
こ
に
引
用
し

た

部
分
は
、
教
師
の
倫
理
と
し
て
永
遠
の
真
実
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
は
自
己

の

教
育
理
念
に
燃
え
た
者
の
み
の
持
っ
怒
り
が
感
じ
ら
れ
る
。
長
い
間
教
育

の

現
場
に
携
わ
っ
た
者
の
確
固
た
る
信
念
に
基
づ
く
真
理
が
あ
る
。
前
述
の

エ

ピ
ソ
ー
ド
な
ど
と
合
わ
せ
て
読
む
と
教
育
者
湖
人
の
姿
が
彷
彿
と
し
て
く

る
。
思
想
は
現
実
と
対
決
し
て
真
に
生
き
た
思
想
と
な
る
。
こ
れ
は
、
今
ま
で

観
念
的
な
思
索
の
多
か
っ
た
湖
人
が
、
現
実
社
会
の
問
題
を
具
体
的
に
捉
え
て

書
い
た
最
初
の
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
現
実
の
問
題
に
対
し
、
信
念
を
持
っ

て
、
毅
然
と
し
て
臨
む
態
度
は
終
生
変
わ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
後
年
の
社

会
教
育
家
時
代
に
は
、
そ
れ
が
社
会
教
育
家
と
し
て
の
彼
独
得
の
仕
事
を
結

実
さ
せ
た
と
言
え
よ
う
。

　
、
　
　
　
　
4

　
湖

人
の
思
想
の
一
つ
の
特
徴
で
あ
る
理
想
主
義
は
、
全
人
類
の
幸
福
、
社

会
全
体
の
幸
福
を
目
的
に
し
て
い
る
。
そ
れ
と
個
人
と
が
ど
の
よ
う
な
関
係

に
あ
る
の
か
、
簡
単
に
湖
人
の
思
考
の
推
移
を
辿
っ
て
み
よ
う
。

　
高
等
学
校
時
代
は
、
個
人
が
「
自
性
を
尊
び
、
生
命
を
重
ん
じ
、
活
力
を

愛
す
る
」
（
生
命
と
勝
利
）
た
め
の
「
修
養
」
が
大
切
で
、
そ
の
た
め
に
は
「
吾

四
一
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人

は
ベ
ス

ト
を
つ
く
さ
ん
の
み
L
（
凡
夫
）
と
結
論
づ
け
た
。
佐
賀
県
教
師
時

代
は
、
「
自
己
完
成
は
社
会
完
成
で
あ
り
、
社
会
完
成
は
や
が
て
自
己
完
成
で

あ
る
」
（
自
己
表
現
と
奉
仕
）
と
の
見
解
か
ら
、
自
己
の
使
命
を
完
成
す
る
た

め
に

運
命
に
対
し
て
敬
慶
に
服
従
す
る
態
度
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い

る
。
こ
の
意
見
は
渡
台
後
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
。
即
ち
「
我
の
成
長
」
で

は
、
自
我
を
生
か
す
最
良
の
方
法
が
献
身
、
犠
牲
で
あ
る
と
言
い
、
「
第
一
次

善
」
で
は
、
「
諦
観
」
を
「
死
力
を
つ
く
し
て
得
ら
れ
た
大
肯
定
の
境
地
」

と
し
て
い
る
。
各
個
人
が
献
身
や
諦
観
の
域
に
達
し
た
時
、
全
体
で
あ
る
宇

宙
や
社
会
の
求
め
る
も
の
と
、
各
個
人
の
求
め
る
も
の
が
一
致
す
る
と
言
う

の

で
あ
る
。
（
注
1
）

　
昭
和
五
年
の
「
教
育
的
反
省
」
で
は
、
こ
の
全
体
と
個
の
問
題
に
つ
い
て

幾
分
変
化
が
出
て
来
た
。
そ
の
一
つ
は
、
「
卑
小
な
も
の
に
対
す
る
敬
慶
の
念
」

の
強
調
、
つ
ま
り
、
小
さ
な
も
の
に
対
す
る
価
値
の
再
発
見
で
あ
る
。
「
山
羊

の
丸
煮
を
し
て
神
に
献
げ
る
信
仰
ほ
ど
、
恐
ろ
し
い
も
の
は
な
い
。
そ
れ
は
、

敬

反
な
態
度
を
以
て
、
限
り
な
く
神
を
漬
す
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
神

へ
の

奉
仕
は
卑
小
な
る
も
の
に
対
す
る
敬
慶
の
念
に
よ
っ
て
完
成
す

る
。
…
…
」
と
主
張
し
て
い
る
。

　
も
う
一
つ
は
、
個
の
独
自
性
を
認
識
し
た
こ
と
で
あ
る
。
個
人
相
互
に
お

け
る
「
主
観
の
完
全
な
る
一
致
は
、
不
可
能
で
あ
る
と
共
に
無
用
で
あ
る
。

独
自
性
は
完
全
に
守
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
…
…
自
己
の
主
観
に
他
を
同
化
し
、

完
全
に
こ
れ
を
服
従
せ
し
め
る
こ
と
は
、
神
を
漬
す
こ
と
で
あ
る
。
」
と
述
べ
、

さ
ら
に
「
文
芸
上
の
宗
匠
気
分
が
、
い
か
に
文
芸
を
単
調
に
し
、
堕
落
せ
し

め
た

こ
と
か
。
」
と
文
学
に
も
言
及
し
て
い
る
。
（
注
2
）

　
こ
れ
ま
で
、
個
人
に
つ
い
て
は
、
宇
宙
や
国
家
や
社
会
な
ど
全
体
の
立
場

か

ら
の
み
論
じ
ら
れ
て
、
個
人
の
立
場
か
ら
問
題
に
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ

た
。
全
体
の
目
指
し
て
い
る
目
標
が
絶
え
ず
問
題
に
な
り
、
全
体
を
構
成
し

て

い

る
個
人
に
つ
い
て
は
、
全
体
の
立
場
か
ら
扱
わ
れ
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
。

こ
こ
に
お
い
て
個
人
の
意
志
や
自
由
、
そ
し
て
独
自
性
が
問
題
に
さ
れ
で
き

た

こ
と
は
注
目
す
ぺ
き
こ
と
で
あ
る
。

◎

　
後
に
湖
人
は
「
真
理
に
生
き
る
』
（
昭
1
0
）
を
著
わ
し
、
そ
の
は
し
が
き
に

「

全
体
に
即
し
て
、
独
自
に
生
き
る
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
彼
の
こ
の
人
生

哲
学
が
、
「
教
育
的
反
省
」
を
書
い
た
時
期
を
契
機
に
し
て
育
ち
つ
つ
あ
っ
た

と
言
え
よ
う
か
。
だ
が
、
そ
れ
は
決
し
て
一
直
線
に
育
っ
た
の
で
は
な
い
。

同
じ
年
の
暮
、
「
共
同
生
活
の
精
神
的
基
礎
」
と
題
し
た
講
演
の
中
で
は
相
変

ら
ず
、
「
生
命
の
発
揮
や
、
自
己
表
現
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
は
、
何
と
し
て
も

社
会
と
の
連
繋
を
予
想
し
な
く
て
は
意
味
を
成
さ
な
い
巴
「
己
れ
の
真
生
命
を

本
当
に
発
揮
し
よ
う
と
願
ふ
な
ら
ば
、
や
は
り
団
体
を
生
か
す
と
い
ふ
こ
と

に
、
先
づ
着
眼
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
彼
の
考
え
が
、

『真
理
に
生
き
る
』
の
序
に
書
か
れ
た
も
の
に
定
着
す
る
ま
で
に
は
、
ま
だ

時
間
が
か
か
っ
た
。

　
（
注
1
）
以
上
の
よ
う
に
ま
と
め
て
み
る
と
、
阿
部
次
郎
の
「
人
格
主
義
」
が
想
起
さ
れ

　
る
。
両
者
は
、
自
主
的
、
永
遠
的
な
生
の
確
立
を
希
求
し
、
倫
理
的
な
理
念
に
よ
っ
て
現

　
実
が
支
配
さ
れ
る
こ
と
を
理
想
と
し
て
い
る
な
ど
、
そ
の
共
通
点
を
見
い
出
す
こ
と
は

　
た
や
す
い
。
ま
た
、
湖
人
の
場
合
は
阿
部
に
お
け
る
「
リ
ッ
プ
ス
」
の
よ
う
な
関
係
は
な
い

　
が
、
そ
れ
で
も
、
高
校
時
代
に
お
け
る
詩
人
ケ
ル
ナ
ー
の
強
い
影
響
を
指
摘
出
来
る
。

　
湖
人
の
論
旨
は
、
生
命
の
自
律
を
第
一
に
お
き
な
が
ら
も
、
そ
の
発
想
法
は
東
洋
的
自
己

　
滅
却
の
方
法
に
よ
っ
て
社
会
や
宇
宙
の
大
調
和
を
祈
願
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
同
時

　
代
の
思
想
家
の
影
響
を
多
少
受
け
な
が
ら
湖
人
も
ま
た
独
自
の
哲
学
的
人
生
論
を
展
開

　
し
た
一
人
と
言
え
る
。

　
（
注
2
）
こ
の
論
文
の
要
旨
を
「
宇
宙
は
、
一
面
に
お
い
て
、
独
自
な
る
も
の
s
対
立
で

　
あ
る
。
他
面
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
相
互
間
の
思
慕
で
あ
る
」
と
ま
と
め
て
い
る
。
し
た
が
っ

　
て
、
独
自
性
の
問
題
も
こ
の
枠
内
に
お
い
て
考
え
ね
ぽ
な
ら
な
い
の
は
勿
論
で
あ
る
。
な

　
お
「

思
幕
す
る
も
の
」
と
言
う
表
現
に
は
、
湖
人
の
本
質
と
し
て
の
理
想
主
義
の
立
場
が

　
感
じ
ら
れ
る
。

　
　
　
　
5

　
昭
和
五
年
九
月
十
日
か
ら
始
ま
っ
た
台
北
高
生
の
ス
ト
ラ
イ
キ
は
、
湖
人

の

人
生

に

大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
前
年
の
十
一
月
、
自
由
主
義
者
三
沢
糾

の
後
任
と
し
て
、
台
北
高
の
教
頭
か
ら
校
長
に
昇
格
し
た
湖
人
は
、
昇
格
と

同
時
に
大
き
な
問
題
を
背
負
わ
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
三
沢
校
長
の
自
由
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主
義
の
教
育
が
、
必
ず
し
も
全
職
員
に
徹
底
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
。
ま
た
、

そ
れ
が
台
湾
総
督
府
の
見
解
と
も
一
致
せ
ず
、
校
舎
落
成
記
念
祭
（
昭
4
）

に
上
演
し
た
演
劇
（
ど
ん
底
）
な
ど
を
通
し
て
、
し
だ
い
に
摩
擦
が
表
面
化

し
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
湖
人
は
渡
台
し
て
四
年
五
か
月
、
台
北
高
で
教
頭

と
し
て
の
経
験
は
一
年
に
満
た
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
無
器
用
で
社
交
性
の

乏
し
い
湖
人
は
、
ど
ち
ら
か
と
言
う
と
、
長
く
交
際
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
の
人
間
味
が
徐
徐
に
感
じ
ら
れ
る
タ
イ
プ
で
あ
る
。
湖
人
は
万
事
に
つ
け

事
情
の
わ
か
ら
な
い
中
で
、
し
か
も
誰
一
人
と
し
て
親
味
に
な
っ
て
相
談
に

乗
っ
て
く
れ
る
人
の
い
な
い
中
で
、
八
方
構
え
の
姿
勢
で
校
長
の
職
務
を
遂

行
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
湖
人
の
謹
厳
実
直
で
融
通
性
の
な

い
性
格
と
相
ま
っ
て
、
学
生
に
対
す
る
態
度
が
や
や
固
く
な
っ
た
で
あ
ろ
う

こ
と
は
否
め
な
い
。
学
生
た
ち
は
三
沢
校
長
と
比
較
し
て
、
湖
人
の
賢
苦
し

さ
に
不
満
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
も
事
実
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、

学
校
と
し
て
は
乱
れ
た
風
紀
を
幾
分
か
は
粛
正
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
限
界

に
来
て
い
た
こ
と
も
事
実
の
よ
う
で
あ
る
。

　
事
件
は
、
直
接
に
は
一
学
期
末
の
試
験
に
カ
ン
ニ
ン
グ
し
た
生
徒
の
処
分

不
満
と
言
う
形
で
勃
発
し
た
。
そ
し
て
、
学
生
、
父
兄
、
教
官
、
総
督
府
役

員
な
ど
暗
躍
す
る
う
ち
に
、
ス
ト
ラ
イ
キ
は
意
外
な
方
面
に
発
展
し
、
結
果

的
に
は
、
退
学
三
名
、
無
期
停
学
十
数
名
の
処
分
学
生
を
復
校
さ
せ
、
教
授

二
名
が
退
職
す
る
と
言
う
形
で
落
着
し
た
。
こ
の
時
犠
牲
に
な
っ
た
教
授
の

一
人

は
、
「
要
す
る
に
台
北
高
の
あ
の
ト
ラ
ブ
ル
は
、
思
想
的
に
非
常
に
進
歩

的
で
あ
り
、
文
学
好
き
だ
っ
た
三
沢
さ
ん
の
か
も
し
出
し
た
雰
囲
気
が
、
頑

愚
派
に
よ
ろ
こ
ぽ
れ
ず
、
か
つ
彼
ら
の
ケ
チ
な
地
位
的
不
満
や
内
外
の
野
望

が

か

ら
ん
で
、
下
村
さ
ん
や
私
に
そ
の
シ
ワ
寄
せ
が
来
た
の
で
す
。
し
か
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ゆ
ん

下
村
さ
ん
の
認
識
が
徹
し
て
さ
え
お
れ
ぽ
、
事
態
は
好
転
で
き
、
彼
ら
の
套

動
を
押
え
込
む
こ
と
が
で
き
た
だ
ろ
う
に
、
と
私
は
思
い
ま
す
。
な
に
し
ろ

下
村
さ
ん
は
校
長
に
な
ら
れ
て
間
も
な
く
、
私
は
帰
朝
し
た
ぽ
か
り
の
出
来

事
で
、
あ
ん
な
ヘ
マ
な
結
果
に
な
り
ま
し
た
。
」
（
注
1
）
と
述
べ
て
い
る
が
、

そ
れ
が
事
件
の
背
後
に
あ
っ
た
真
相
で
あ
ろ
う
。
「
教
育
」
の
場
に
官
僚
機
関

が

介
在
し
、
良
心
的
教
師
に
犠
牲
の
雛
寄
せ
が
き
た
官
僚
絶
対
主
義
の
も
た

ら
し
た
一
つ
の
悲
劇
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

　
（
注
1
）
明
石
晴
代
著
「
『
次
郎
物
語
』
に
か
け
た
父
、
下
村
湖
人
」
（
昭
晶
刊
）

　
な
お
、
　
こ
の
事
件
に
関
し
て
は
同
著
に
く
わ
し
い
。

日
　
湖
人
と
短
歌
（
そ
の
二
）

　

こ
こ
で
は
台
湾
時
代
と
、
上
京
後
、
社
会
教
育
に
専
念
す
る
ま
で
の
湖
人
の

短

歌
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
台
湾
時
代
は
豊
か
な
自
然
の
景
物
に
湖
人

の

歌
心
が
甦
っ
た
時
期
で
あ
る
。
東
京
時
代
は
焦
操
と
新
た
な
決
意
が
交
錯

す

る
中
で
、
積
極
的
に
歌
に
取
り
組
ん
だ
時
期
で
あ
る
。

1

大
正

十
四
年
の
賀
状
に
湖
人
は

あ
ら
そ
は
ぬ
心
と
な
り
て
野
を
行
く
や
木
木
こ
と
ご
と
く
日
に
か
が
よ
へ

りか
に
か

く
に
小
さ
き
ま
ま
に
生
き
て
あ
れ
ば
天
つ
光
は
ゆ
た
か
な
る
か
も

こ
の
二
首
を
書
き
添
え
た
。
幾
多
め
苦
難
を
舐
め
て
よ
う
や
く
五
、
六
年
前

か

ら
安
住
の
境
地
に
到
達
し
て
い
た
。
前
年
暮
、
二
女
満
代
の
九
死
に
一
生

を

経
験
し
た
湖
人
は
、
こ
の
年
一
段
と
落
ち
着
い
た
心
境
で
元
旦
を
迎
え
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

の

だ

っ
た
。

　

こ
の
年
の
五
月
の
こ
と
で
あ
る
。
五
高
の
先
輩
田
沢
義
鋪
か
ら
思
い
が
け

ず
、
台
中
一
中
の
校
長
と
し
て
赴
任
す
る
こ
と
を
勧
め
ら
れ
た
。
最
初
は
か

な
り
躊
躇
し
た
よ
う
だ
っ
た
が
、
夫
人
の
積
極
的
な
賛
成
な
ど
も
あ
っ
て
決

心
を

固
め
、
六
月
半
ぽ
過
ぎ
に
は
も
う
台
湾
の
土
を
踏
ん
だ
。
湖
人
の
新
し

い
人
生
の
出
発
だ
っ
た
。

　
海
を
見
ず
一
年
へ
た
り
吾
子
ら
み
な
海
こ
え
て
来
し
事
を
思
は
ず

　

こ
の
歌
は
古
い
手
帳
に
他
一
首
と
と
も
に
書
き
と
め
ら
れ
て
い
た
。
は
る

か
な
る
故
郷
に
思
い
を
馳
せ
た
望
郷
の
念
が
窺
わ
れ
る
。
し
か
し
一
方
で
は
、

台
湾
人
の
教
育
に
全
て
を
か
け
て
い
た
湖
人
は
、
南
国
の
明
る
い
景
物
と
素

四
三
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朴
な
人
情
に
次
第
に
惹
か
れ
て
い
く
の
だ
っ
た
。

　
台
中
一
中
時
代
は
三
年
余
り
の
短
か
い
期
間
だ
っ
た
が
、
教
育
愛
に
燃
え

た

湖
人
は
、
台
湾
人
と
本
土
人
の
軋
蝶
が
そ
の
根
底
に
あ
る
従
来
か
ら
の
難

し
い
幾
っ
か
の
問
題
を
次
ぎ
次
ぎ
に
解
決
し
、
名
校
長
と
し
て
の
名
声
が
日

に

日
に
高
く
な
っ
て
い
っ
た
。
彼
の
卒
直
な
人
柄
と
そ
の
真
心
が
台
湾
人
の

信
頼
を
か
ち
得
た
の
で
あ
る
。
職
場
や
家
庭
の
安
定
し
た
安
ら
ぎ
と
明
る
い

南
国
の
風
土
は
湖
人
に
長
ら
く
忘
れ
て
い
た
詩
心
を
呼
び
お
こ
し
た
。
校
長

と
し
て
の
出
張
も
多
く
、
そ
の
折
り
に
も
忘
れ
ず
歌
を
詠
ん
だ
。
台
湾
時
代

の
歌
は
、
湖
人
の
歌
集
『
冬
青
葉
』
の
第
二
部
に
ま
と
め
て
あ
る
。

　
初
日
い
ま
だ
光
を
見
せ
ず
し
ん
し
ん
と
大
王
椰
子
は
星
空
に
立
っ

　
ピ
ン
ロ
ウ

　
横

椰
の
花
苞
お
ち
て
う
す
黄
な
る
垂
穂
ほ
の
け
し
か
ろ
き
朝
も
や

　
菩
提
樹
の
さ
枝
ゆ
り
つ
つ
真
夏
日
の
昼
ま
ば
ら
か
に
雨
過
ぎ
に
け
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ン
ピ
ン

　
真
夏
日
の
光
を
あ
び
て
安
平
の
廃
嘘
あ
か
ぐ
う
し
動
か
ざ
る
海

　
寂
と
し
て
い
ま
落
日
す
い
ち
め
ん
の
狸
々
木
は
火
を
吐
く
が
ご
と
し

昭
和
四
年
の
夏
、
湖
人
は
念
願
の
新
高
山
登
頂
を
決
行
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
ね
　
　
　
　
ま
な
か
ひ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お

　
朝
日
さ
す
新
高
嶺
ろ
は
眼
交
に
け
庄
す
が
ご
と
く
せ
ま
り
来
れ
り

こ
の
直
後
台
北
高
へ
転
任
の
交
渉
を
受
け
た
の
で
あ
る
。

　
台
中
一
中
時
代
は
一
人
で
自
由
に
歌
を
詠
ん
で
楽
し
ん
で
い
た
が
、
台
北

に

移
っ
て
か
ら
は
、
台
北
高
内
で
結
成
さ
れ
て
い
た
「
台
高
短
歌
会
」
に
す

ぐ
参
加
し
た
。
こ
れ
は
超
結
社
の
家
庭
的
な
歌
会
で
あ
っ
た
か
ら
、
湖
人
は

最
初
か
ら
気
安
く
打
ち
解
け
る
こ
と
が
出
来
た
。

　
当
時
、
台
北
に
は
、
地
道
な
が
ら
も
確
実
な
歩
み
を
続
け
て
い
た
短
歌
結

社
に
、
桶
詰
正
治
を
中
心
と
す
る
「
あ
ら
た
ま
社
」
が
あ
っ
た
。
昭
和
五
年

五
月
、
三
女
照
代
が
大
病
を
し
た
時
、
湖
人
は
桶
詰
医
師
に
大
変
世
話
に
な
っ

た

が
、
そ
れ
が
契
機
と
な
っ
て
、
「
あ
ら
た
ま
社
」
に
客
員
と
し
て
参
加
す
る

こ
と
に
な
っ
た
。
桶
詰
家
で
開
か
れ
る
歌
会
に
は
妻
子
に
ま
で
参
加
を
勧
め

る
と
い
う
熱
の
入
れ
よ
う
だ
っ
た
。

　
病
め
る
児
は
ベ
ッ
ト
に
小
さ
し
そ
の
ね
む
る
顔
に
見
入
り
て
妻
は
う
こ
か

ずむ

く
む
く
と
土
け
ぶ
り
立
て
牛
車
行
き
日
ざ
か
り
風
は
動
く
と
も
せ
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
ま
か
ひ

山
羊
の
乳
ひ
え
び
え
と
し
て
舌
に
よ
き
こ
の
山
峡
の
日
の
高
み
か
も

　

昭
和
六
年
九
月
末
、
湖
人
は
台
湾
を
去
っ
た

　

大
い
な
る
道
を
念
じ
て
こ
の
島
に
わ
た
り
来
し
日
を
思
ひ
つ
s
淋
し

　

日
の
中
に
砂
塵
あ
が
れ
り
別
れ
ゆ
く
台
北
の
街
は
秋
な
ら
む
と
す

　

ふ

る
さ
と
に
近
づ
く
ま
ま
に
張
り
こ
こ
ろ
ゆ
る
び
き
た
り
て
淋
し
き
潮
の

　

音

　

実
質
的
に
は
台
北
高
ス
ト
の
責
任
を
と
っ
て
の
退
官
で
あ
っ
た
。
ス
ト
処

理
後
も
続
い
た
総
督
府
の
陰
険
な
策
謀
に
湖
人
は
我
慢
が
出
来
な
か
っ
た
の

だ
。
悲
喜
こ
も
ご
も
の
万
感
迫
る
も
の
が
、
湖
人
の
胸
中
を
去
来
し
た
こ
と

だ
ろ
う
。

　

岩
壁
に
ち
ひ
さ
く
立
ち
て
眼
を
そ
ら
し
吾
子
は
ゐ
し
か
も
秋
づ
け
る
浪

　

こ
の
年
中
学
校
に
入
学
し
た
覚
を
残
し
て
の
船
旅
だ
っ
た
。

　
　
　
　
2

　

湖
人
は
昭
和
六
年
八
月
十
日
、
高
田
保
馬
宛
て
の
書
状
の
中
で
、
「
今
度
は

し
め
て
『
自
己
へ
の
忠
実
』
と
『
子
供
へ
の
忠
実
』
と
が
矛
盾
す
る
こ
と
を

・
痛
感
し
ま
し
た
。
…
…
…
私
丈
の
心
で
は
、
恩
給
で
細
々
と
暮
し
て
青
年
時

代
の
詩
心
を
呼
び
か
へ
し
て
そ
の
道
に
精
進
し
た
い
と
存
じ
ま
す
が
、
そ
れ

に
は

子
供
達
が
あ
ま
り
幼
い
の
で
思
ひ
切
れ
ま
せ
ん
」
と
書
い
て
い
る
。
家

庭
の
事
情
で
文
学
へ
の
道
を
断
念
し
て
、
既
に
二
十
年
の
歳
月
が
経
過
し
て

い

る
が
、
い
ま
だ
に
文
学
へ
の
復
帰
を
考
え
て
も
み
て
い
る
湖
人
で
あ
っ
た
。

就
職
の
当
て
も
な
い
ま
ま
、
ひ
と
ま
ず
田
沢
義
舗
の
も
と
で
青
年
団
の
仕
事

で

も
と
言
う
こ
と
で
、
一
家
は
上
京
し
、
東
京
市
淀
橋
区
百
人
町
に
落
ち
着

い

た
。
こ
の
家
は
田
沢
家
の
隣
り
で
も
あ
っ
た
。
田
沢
は
当
時
自
宅
に
お
い

て

『
大
成
』
と
い
う
月
刊
雑
誌
を
新
政
社
名
儀
で
出
版
し
て
い
た
。
湖
人
は

　
「
大
成
』
に
随
想
・
社
会
時
評
・
短
歌
な
ど
を
毎
号
載
せ
た
。

　

上
京
後
、
し
ば
ら
く
の
間
、
大
日
本
連
合
青
年
団
の
嘱
託
と
な
っ
て
い
た
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が
、
翌
昭
和
七
年
一
月
、
社
会
教
育
研
究
生
の
採
用
に
伴
い
、
そ
の
指
導
主

任
に
な
っ
た
。
彼
の
希
望
す
る
文
学
の
道
へ
遇
進
す
る
こ
と
は
出
来
な
く

な
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
翌
八
年
四
月
、
大
日
本
連
合
青
年
団
の
講
習
所
長
に

就
任
す
る
ま
で
は
、
ま
だ
自
分
の
時
間
を
持
ち
得
た
の
で
、
『
大
成
』
へ
の
執

筆
は
続
け
ら
れ
て
い
る
。

　
湖
人
の
た
だ
一
冊
の
歌
集
『
冬
圭
暴
』
は
昭
和
八
年
三
月
、
「
新
政
社
」
か

ら
発
刊
さ
れ
た
。
当
時
『
大
成
』
は
政
治
教
育
を
目
標
と
し
た
雑
誌
で
あ
り
、

「

新
政
社
」
に
は
経
済
的
な
余
裕
も
全
然
な
か
っ
た
か
ら
、
こ
の
歌
集
出
版

は
全
く
田
沢
の
湖
人
に
対
す
る
慰
籍
激
励
の
友
情
で
あ
っ
た
。
湖
人
は
こ
の

歌
集
に
期
待
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
ら
し
い
が
、
歌
壇
で
は
ほ
と
ん
ど
反
響

を
呼
ぽ
ず
、
淋
し
そ
う
な
様
子
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
『
冬
主
暴
』

発
刊
後
、
高
田
保
馬
か
ら
中
央
専
門
誌
へ
の
発
表
を
勧
め
ら
れ
、
『
短
歌
研
究
』

へ
作
品
を
寄
せ
て
い
る
。
「
日
向
路
」
（
昭
八
・
五
）
、
「
木
蓮
」
（
昭
八
・
六
）

「

秋
雨
」
（
昭
九
・
一
）
の
各
十
首
で
あ
る
。
ま
た
、
各
作
家
の
自
選
歌
を
編

集
し
た
『
新
万
葉
集
』
（
昭
1
2
～
1
3
刊
・
改
造
社
）
に
、
湖
人
の
歌
は
次
の
四

首
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
れ
ま
れ
に
木
蓮
の
花
こ
ぼ
れ
っ
つ
あ
か
つ
き
の
雲
照
り
そ
め
に
け
り

　
枯
草
生
た
だ
に
広
き
に
一
羽
来
て
歩
む
鴉
は
大
き
か
り
け
り

　

鷲
の
む
れ
の
夜
声
し
つ
も
り
明
き
月
河
原
は
う
け
く
照
り
し
み
に
け
り

　

つ
つ

し
み
を
知
ら
ぬ
男
ら
墓
石
を
か
け
声
し
つ
っ
ま
ろ
ば
し
行
く
も
（
母

　
の
墓
改
葬
）

　
　
（
初
出
の
歌
と
比
較
す
る
と
若
干
表
現
の
相
違
が
み
ら
れ
る
）

　

こ
の
時
代
の
湖
人
の
歌
の
主
た
る
発
表
機
関
誌
は
『
大
成
』
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
の
歌
は
後
に
、
昭
和
七
年
十
二
月
号
ま
で
の
発
表
分
を
『
冬
主
暴
』

に
、
そ
れ
以
後
の
分
を
『
真
理
に
生
き
る
』
の
後
に
ま
と
め
て
再
録
し
た
。

な
お
、
『
短
歌
研
究
』
発
表
の
大
部
分
も
『
真
理
に
生
き
る
』
の
中
に
再
録
さ

れ
て

い
る
。

　
　
　
3

歌
集
『
冬
青
葉
』

は
総
歌
数
五
百
二
十
六
首
、
高
田
保
馬
の
序
と
自
序
、

田
沢
義
舗
の
践
文
か
ら
成
る
。
第
一
集
（
二
九
八
首
）
と
第
二
集
（
二
二
八

首
）
と
に
大
別
さ
れ
、
第
二
集
は
台
湾
で
の
作
品
を
収
め
る
。
し
か
し
、
台

湾
で
の
作
品
で
あ
り
な
が
ら
、
台
湾
の
特
色
の
出
て
い
な
い
歌
三
十
五
首
は

第
一
集
に
入
れ
て
あ
る
。
第
一
集
は
主
と
し
て
、
昭
和
六
、
七
年
頃
の
東
京

時
代
の
作
品
が
多
い
が
、
大
正
時
代
の
作
品
で
手
元
に
あ
っ
た
も
の
七
篇
、

五

十
八
首
を
収
め
て
い
る
。
更
に
学
生
時
代
の
作
品
五
首
も
あ
る
。
こ
の
五

首
は
「
ど
う
な
り
私
の
記
憶
に
残
っ
て
居
る
も
の
ぽ
か
り
」
を
集
め
た
も
の

で
、
原
作
と
比
較
す
る
と
幾
分
変
っ
て
い
る
。
ほ
と
ば
り
し
出
る
情
熱
は
消

え
、
沈
潜
し
た
味
わ
い
が
で
て
い
る
。

　

火
と
燃
ゆ
る
紅
蓮
の
池
に
千
日
を
泳
ぎ
つ
か
れ
て
死
ぬ
べ
き
恋

　
か
　
（
帝
国
文
学
）
　
　
　
　
一

　
燃

え
て
咲
く
紅
蓮
の
池
に
千
日
を
泳
ぎ
つ
か
れ
て
死
な
ん
と
そ
思

　

ふ
　
（
冬
圭
暴
木
）

　
大
正
時
代
の
も
の
で
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
「
母
の
骨
」
二
十
五
首
で

あ
る
。
こ
れ
ら
は
前
述
の
よ
う
に
、
大
正
五
年
の
手
帳
に
あ
っ
た
八
首
が
原

型
と
な
っ
て
お
り
、
『
冬
青
葉
』
に
収
録
の
時
、
増
補
訂
正
さ
れ
た
も
の
で
あ

ろ
う
。

　
さ
れ
か
う
べ
き
吾
見
る
べ
し
や
乳
た
ら
ひ
し
母
の
さ
れ
か
う
べ
吾
見
る
べ

　
し
や

　
草
の
根
は
げ
に
深
か
ら
む
こ
の
下
に
二
十
年
母
は
し
つ
も
り
い
ま
し
き

田
沢
義
舗
は
媛
文
に
「
全
く
生
命
の
奥
底
に
ひ
そ
ん
で
ゐ
る
霊
魂
の
、
込
み

あ
げ
て
く
る
叫
び
で
あ
る
。
魂
の
鳴
咽
で
あ
り
、
坤
吟
で
あ
る
。
詩
境
と
云

ひ
得
べ
く
ん
ば
最
深
最
奥
の
そ
れ
で
あ
る
」
と
最
大
級
の
讃
辞
を
与
え
て
い

る
。
こ
の
讃
辞
は
多
少
大
袈
裟
な
感
も
な
い
で
は
な
い
が
、
父
、
兄
と
当
時

相
次
い
で
肉
親
を
亡
く
し
た
湖
人
が
、
少
年
の
日
に
亡
く
な
っ
た
母
へ
思
い

を
馳
せ
て
い
る
心
境
の
偲
ば
れ
る
作
品
で
あ
る
。

　
湖
人
の

歌
は

肉
親
を
初
め
、
友
人
、
知
人
な
ど
を
題
材
と
し
て
詠
ん
だ
も

の

に

は
情
感
溢
れ
る
も
の
が
あ
り
、
彼
の
暖
か
い
人
間
味
を
遺
憾
な
く
発
揮

し
て
い
る
。
台
湾
で
三
女
照
代
大
病
の
時
詠
ん
だ
「
病
児
」
二
十
八
首
な
ど

四
五
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も
そ
の
代
表
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

　

こ
や
る
児
の
お
と
ろ
へ
し
る
く
目
に
立
つ
を
か
た
み
に
云
は
ず
妻
と
い
む

　
か
ふ

　
東
京
時
代
の
作
品
は
大
半
が
『
大
成
』
に
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
「
冬

青
葉
』
に
あ
る
二
百
二
首
の
う
ち
、
百
二
十
四
首
が
「
大
成
」
に
掲
載
さ
れ

て

い

る
。
『
冬
青
葉
』
の
構
成
に
は
か
な
り
気
を
配
っ
た
よ
う
だ
。
た
と
え
ば
、

『大
成
』
で
は
、
「
は
だ
ら
雪
」
（
昭
七
・
四
）
「
つ
ぶ
ら
芽
」
（
昭
七
．
五
）

と
し
て
発
表
さ
れ
た
歌
が
、
『
冬
青
葉
』
で
は
「
春
の
霜
」
と
ま
と
め
ら
れ
て

お

り
、
反
対
に
『
大
成
』
で
一
括
し
て
発
表
さ
れ
た
も
の
が
、
「
冬
青
葉
」
で

は
そ

れ

ぞ
れ
適
当
と
思
わ
れ
る
題
名
の
と
こ
ろ
へ
ま
と
め
ら
れ
た
り
し
て
い

る
。
そ
の
他
、
「
概
ね
昭
和
七
年
の
作
」
と
記
さ
れ
た
「
青
葉
の
こ
ろ
」
の
中

に
含
ま
れ
て
い
る
「
子
ら
が
捨
て
し
…
…
…
」
の
歌
は
、
実
は
昭
和
五
年
の

作
歌
で
あ
る
な
ど
、
何
年
か
に
わ
た
る
作
品
を
整
理
し
た
後
も
窺
え
る
。

　

「冬
青
葉
』
以
降
の
作
品
は
前
述
し
た
よ
う
に
「
真
理
に
生
き
る
』
の
後
に

ま
と
め
て
あ
る
。
『
真
理
に
生
き
る
』
の
自
序
に
「
本
書
に
は
、
右
の
ほ
か
に

短
歌
百
六
十
余
首
を
収
録
し
た
。
す
べ
て
、
先
年
出
版
し
た
歌
集
「
冬
青
葉
」

以
後
の
も
の
で
『
短
歌
研
究
』
そ
の
他
で
一
度
発
表
し
た
も
の
ば
か
り
で
あ

る
L
と
書
い
て
い
る
。
「
そ
の
他
」
は
勿
論
「
大
成
』
を
指
す
が
、
こ
の
二
誌

以
外
の
も
の
に
掲
載
さ
れ
た
歌
、
約
三
十
首
は
初
出
不
明
で
あ
る
。

　
次
に
『
大
成
』
に
発
表
さ
れ
た
歌
に
つ
い
て
一
言
付
け
加
え
て
お
く
。
「
大

成
』
発
表
の
歌
の
大
部
分
は
近
作
だ
が
、
時
ど
き
旧
作
も
引
っ
張
り
出
さ
れ

て

い

る
。
た
と
え
ば
、
昭
和
四
年
新
高
山
登
頂
の
折
の
歌
な
ど
が
そ
う
で
あ

る
。
ま
た
、
「
大
成
』
発
表
の
歌
の
大
部
分
は
「
冬
青
葉
』
『
真
理
に
生
き
る
』

に
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
肉
親
、
知
人
な
ど
の
結
婚
や
追
悼
、
そ
の
他
の
歌

は
省
か
れ
て
い
る
。
そ
の
中
か
ら
、

　
郷
里
に
講
演
旅
行
中
た
ま
た
ま
義
伯
父
の
死
に
遇
ふ
（
七
首
の
中
か
ら
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

　
有
明
の
干
湾
千
町
を
埋
め
た
て
む
そ
の
雄
こ
こ
ろ
は
酒
に
ふ
さ
へ
り

　
子
な
く
妻
な
く
冬
木
の
ご
と
く
う
そ
ぶ
き
て
酒
を
呼
ば
ひ
て
過
し
一
生

な
お
、
昭
和
九
年
六
月
号
の
「
初
夏
」
と
題
し
た
十
三
首
が
「
大
成
』
に
お

け

る
最
後
の
作
品
だ
が
、
こ
れ
も
『
真
理
に
生
き
る
』
に
は
収
録
さ
れ
て
い

な
い
。
そ
の
中
か
ら
盟
友
田
沢
義
舗
を
詠
ん
だ
歌
一
首
、

　
一
生
の
最
後
の
仕
事
見
き
は
め
て
心
ほ
が
ら
に
ひ
た
押
し
に
押
す
か
（
あ

　
る
友
）

　
　
　
　
4

　
昭
和
六
年
か
ら
九
年
に
か
け
て
の
歌
三
百
九
十
余
首
（
注
1
）
を
大
別
す

る
と
、
日
常
生
活
の
中
か
ら
折
に
触
れ
て
詠
ん
だ
歌
が
約
そ
の
半
数
を
占
め
、

旅
中
の
歌
が
約
三
割
、
残
り
の
約
二
割
が
肉
親
及
び
交
友
関
係
の
歌
で
あ
る
。

日
常
雑
詠
の
中
を
季
節
に
よ
っ
て
分
類
す
る
と
、
秋
か
ら
冬
に
か
け
て
詠
ん

だ

歌
が
、
春
か
ら
夏
を
詠
ん
だ
歌
の
約
三
倍
強
に
な
る
。
秋
や
冬
の
季
節
か

ら
感
じ
ら
れ
る
寂
し
さ
、
厳
し
さ
、
孤
独
、
沈
思
な
ど
は
湖
人
の
心
境
を
反

映
さ
せ
る
の
に
適
切
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

日
常
雑
詠
の
中
か
ら
夏
を
詠
ん
だ
「
青
葉
の
こ
ろ
」
と
冬
を
詠
ん
だ
「
寒

雀
」
の
素
材
を
中
心
と
し
た
語
分
析
を
や
っ
て
み
よ
う
。
（
）
の
数
字
は
頻
度
数

　
ω
　
「
青
葉
の
こ
ろ
」
三
十
四
首
　
（
昭
和
七
年
）

a
名
詞
　
　
・
植
物
1
く
ぬ
ぎ
（
3
）
青
桐
　
大
木
　
樹
々
　
枝
若
葉

青
葉
柿
の
花
青
松
笠
（
各
2
）
実
桜
緋
牡
丹
花
芝
草
草
（
各
1
）

そ
の
他
－
森
　
草
生
（
各
2
）
野
　
青
野
　
杉
山
（
各
1
）

「

青
葉
の
こ
ろ
」
の
題
名
に
ふ
さ
わ
し
く
、
青
青
と
し
た
樹
木
が
多
く
素
材

に

な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
「
青
葉
の
樹
木
」
か
ら
は
、
生
命
感
、
理
想
、
た
く

ま
し
い
青
年
の
姿
な
ど
が
感
じ
ら
れ
、
湖
人
が
特
に
好
ん
だ
素
材
の
一
つ
と

思
わ
れ
る
。

　
わ
か
葉
す
る
く
ぬ
ぎ
の
森
ゆ
大
い
な
る
栗
毛
の
馬
は
あ
ゆ
み
い
で
に
け
り

・
「
夕
べ
」
（
4
）
「
雨
」
（
7
）
1
特
に
使
用
度
の
高
い
語
彙
で
あ
る
。
そ

の
語
感
の
持
っ
幽
け
さ
は
「
蚊
の
声
」
（
2
）
に
も
通
じ
、
更
に
、
「
ひ
と
つ
」

「

一
羽
」
「
一
人
」
（
各
1
）
な
ど
の
孤
独
感
に
も
通
じ
る
。
静
寂
な
雰
囲
気

を
愛
し
た
湖
人
の
一
面
が
出
て
い
る
。

　
青
桐
の
萌
黄
の
花
の
ほ
ろ
ほ
ろ
と
墓
の
背
に
散
る
ゆ
ふ
べ
か
な
し
も

・
馬
（
2
）
鳥
鳶
雀
蝉
蜻
蛉
地
虫
墓
駈
矧
蟹
蚊
の
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声
　
蚊
の
鳴
く
声
　
蛾
の
羽
根
（
各
1
）
1
ー
動
物
の
素
材
と
そ
の
取
り
上

げ
る
方
に
、
小
さ
く
ひ
そ
か
な
る
生
き
物
へ
の
愛
情
の
目
が
注
が
れ
て
い
る
。

　
全
身
に
た
だ
い
ち
ゃ
う
の
感
覚
を
も
ち
て
住
め
る
か
あ
は
れ
駈
矧
は

b
形
容
詞
・
形
容
動
詞
（
転
成
名
詞
を
含
む
）
　
　
・
し
づ
け
し
　
寂
し

う
つ
く
し
暗
し
（
各
3
）
　
遠
し
大
い
な
り
（
各
2
）
1
ほ
と
ん
ど

の

語
が
、
湖
人
の
当
時
の
心
境
を
象
徴
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　
子

ら
が
捨
て
し
蜻
蛉
の
む
く
ろ
そ
の
青
き
眼
の
し
づ
け
さ
よ
藺
む
し
ろ
の

　

上

に

・
白
し
（
4
）
青
し
（
3
）
赤
し
（
2
）
　
　
湖
人
の
歌
は
「
白
」
と
「
青
」

が
圧
倒
的
に
多
い
。
自
然
主
義
文
学
の
影
響
も
あ
ろ
う
が
、
湖
人
の
孤
高
の

精
神
を
象
徴
し
て
い
る
と
も
言
え
る
。
全
体
的
に
見
て
色
彩
語
の
か
た
よ
り

と
貧
弱
さ
が
指
摘
で
き
る
。

・
沼
ピ
う
つ
る
樹
々
の
う
つ
し
さ
白
き
鳥
た
ま
た
ま
飛
ぶ
に
沼
の
う
つ
し
さ

　
②
　
「
寒
雀
」
二
十
二
首
　
　
（
昭
和
六
、
七
年
）

a
名
詞
　
　
・
空
（
大
空
、
夕
空
、
冬
空
を
加
え
て
）
（
6
）
ー
「
空
」
に

は

は

る
か
な
る
も
の
へ
の
あ
こ
が
れ
が
あ
り
、
理
想
主
義
者
湖
人
の
一
面
を

感
じ
さ
せ
る
語
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
れ

　

う
ち
ま
も
る
冬
木
の
梢
に
い
さ
さ
か
の
風
の
さ
や
り
て
空
の
ふ
か
し
も

・
冬
木
（
冬
木
立
　
冬
枯
の
く
ぬ
ぎ
　
木
立
を
含
め
て
）
（
8
）
や
つ
で
（
2
）

竹
　
松
（
各
1
）
1
季
節
の
関
係
も
あ
る
が
、
色
彩
の
な
い
「
冬
木
」
が

素
材
と
し
て
大
き
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。
「
寒
雀
」
「
小
鳥
」
「
鶏
」
の
他
は

動
物
は
素
材
に
な
っ
て
お
ら
ず
、
全
体
と
し
て
歌
に
動
き
が
少
な
い
。
よ
う

や

く
老
境
に
入
り
、
し
み
じ
み
と
落
ち
着
い
た
生
活
を
願
っ
て
い
る
心
境
の

あ
ら
わ
れ
で
あ
ろ
う
。

　

冬
枯
の
木
立
の
う
へ
に
街
あ
か
り
ほ
の
ぼ
の
と
見
え
宵
の
さ
び
し
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
げ

・
宵
（
2
）
夕
さ
り
　
夕
空
　
夕
霧
　
ゆ
う
光
（
各
1
）
1
ー
素
材
に
夕
暮

が
多
く
使
用
さ
れ
て
い
る
。
暮
れ
ゆ
く
人
生
の
象
徴
で
あ
ろ
う
。
や
は
り
、

彼
の
心
情
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
語
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
げ

　
凝

り
の
こ
る
は
だ
ら
の
雪
に
ゆ
ふ
光
の
し
ま
し
く
は
射
す
野
に
立
ち
に
け

　
り

b
動
詞
　
　
・
動
か
ざ
る
（
3
）
1
動
く
べ
き
も
の
も
動
か
ず
に
い
る
。

そ
の
よ
う
な
安
定
し
た
状
態
を
望
む
心
境
を
反
映
し
た
語
で
あ
る
。

　
大
い
な
る
濃
き
か
た
ま
り
の
雪
ひ
と
つ
港
の
冬
の
空
に
う
こ
か
ず
（
神
戸

　

に
て
）

・
凝
り
す
め
る
。
凝
り
の
こ
る
（
各
1
）
1
「
凝
る
」
と
い
う
語
感
か
ら
、

湖
人
の
集
中
性
や
求
心
性
が
感
じ
ら
れ
る
。
学
生
時
代
の
論
文
に
見
ら
れ
た

唯
心
的
傾
向
に
繋
が
る
語
で
あ
る
。

・
澄
む
（
凝
り
す
め
る
水
　
す
め
る
冬
空
）
（
2
）
1
湖
人
の
純
粋
潔
癖
な

性
格
と
透
徹
し
た
心
境
が
窺
え
る
語
。

　
寒
雀
な
ら
び
と
ま
り
て
動
か
ざ
る
冬
木
が
し
た
の
凝
り
す
め
る
水

以
上
、
動
詞
で
は
、
使
用
語
彙
が
二
回
以
上
の
も
の
に
つ
い
て
、
そ
の
語
の

持
っ
て
い
る
性
質
を
中
心
に
考
え
て
み
た
。

　
素
材
を
中
心
と
し
た
歌
語
の
分
析
に
ょ
っ
て
、
湖
人
の
心
境
、
性
格
に
触

れ
て

み

た
。
歌
の
リ
ズ
ム
に
は
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
全
体
的
に
は
淡
淡

と
し
た
表
現
形
式
の
中
に
枯
淡
、
閉
寂
な
味
わ
い
を
に
じ
み
出
し
て
い
る
と

言
え
よ
う
。
総
合
的
に
こ
の
期
の
歌
の
典
型
と
し
て
『
冬
圭
暴
』
の
序
歌
二

首
を
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。

　
冬
空
の
暮
の
光
に
し
づ
み
居
て
椎
の
む
ら
葉
は
さ
や
が
ざ
り
け
り

　
冬
青
葉
に
来
て
と
ま
り
て
空
を
見
る
鴉
ひ
そ
け
し
暮
の
ひ
か
り
に

歌
集
の
題
名
『
冬
青
葉
』
は
庭
の
椎
の
木
の
こ
と
。
「
鴉
」
は
「
さ
沼
べ
の
日

な
か
に
立
ち
て
空
を
見
る
大
き
鴉
の
生
き
の
ひ
そ
け
さ
」
の
鴉
と
同
様
湖
人

の
分
身
で
あ
る
。
「
青
葉
」
「
鴉
」
と
言
う
素
材
、
「
さ
や
が
ざ
り
け
り
」
「
光

に

し
づ
み
居
て
」
と
言
う
表
現
の
中
に
彼
の
特
色
が
見
い
出
せ
る
。

　
　
　
　
5

最
後
に
湖
人
の
短
歌
の
宗
教
的
傾
向
に
つ
い
て
一
言
触
れ
て
お
き
た
い
。
さ

き
の
歌
語
の
分
折
の
と
こ
ろ
で
み
ら
れ
た
求
心
的
集
中
的
傾
向
は
、
自
然
の

中
に
神
を
見
い
出
す
宇
宙
生
命
力
の
思
想
に
通
じ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
高

四
七
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田
保
馬
は
湖
人
の
作
歌
の
頂
点
を
「
雪
の
夜
」
（
昭
八
）
に
見
い
出
し
て
い
る
。

　
雪
原
の
夜
は
し
づ
み
て
万
劫
の
生
死
の
浪
を
と
ど
め
た
る
ら
し

　
あ
き
ら
か
に
わ
れ
の
生
け
る
を
わ
れ
感
ず
た
だ
に
し
づ
け
き
雪
の
夜
の
ふ

　

け
こ
の
よ
う
に
生
命
を
扱
っ
た
唯
心
的
・
神
秘
的
傾
向
は
学
生
時
代
の
短
歌
の

大
き
な
特
徴
で
あ
っ
た
。
高
田
保
馬
は
五
高
時
代
か
ら
の
親
友
で
、
湖
人
の

詩
歌
の
良
き
理
解
者
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
ま
こ
と
に
至
言
セ
あ
る
。

湖
人
の
心
の
深
奥
に
あ
る
思
想
が
、
豊
富
な
人
生
経
験
に
よ
っ
て
濾
過
さ
れ

て

出
来
た
歌
と
み
る
こ
と
が
出
来
る
。

　
「

私

は
、
若
き
日
に
神
を
思
い
、
お
も
い
つ
づ
け
て
来
て
い
な
が
ら
、
つ

　
い

に
一
つ
の
宗
数
の
信
者
に
な
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
近
代
の
ひ
き

　
つ
づ
き
で
あ
る
現
代
は
、
『
恒
な
る
も
の
一
を
喪
失
し
た
い
と
い
う
よ
り
も
、

　
む

し
ろ
そ
れ
を
必
要
と
し
な
か
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。
け
れ
ど
も
『
恒
な

　
る
も
の
』
な
き
平
和
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
平
和
の
な
い
人
間
の
幸

　
福
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
」

こ
れ
は
、
安
田
青
風
の
歌
集
『
遍
歴
者
』
（
昭
鵠
）
の
あ
と
が
き
で
あ
る
が
、

ま
さ
に
湖
人
の
こ
と
ば
を
代
弁
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
湖
人
の
場
合
、

神
は
宇
宙
の
大
生
命
で
あ
っ
た
。
彼
は
人
間
の
倫
理
や
宗
教
を
絶
え
ず
問
題

に

は

し
た
が
、
宇
宙
生
命
論
を
基
底
に
お
い
た
発
想
で
あ
っ
た
か
ら
特
定
の

宗
教
に
は
固
定
し
な
か
っ
た
。
「
あ
s
人
生
生
存
の
実
在
は
、
情
意
よ
り
発
展

し
た
る
生
命
な
る
哉
。
永
遠
の
権
威
を
有
す
る
も
の
は
、
情
意
よ
り
射
出
し

た

る
気
力
な
る
哉
し
（
生
命
と
勝
利
）
と
生
命
や
気
力
が
「
恒
な
る
も
の
し
で

あ
り
、
ひ
た
す
ら
そ
れ
の
具
象
化
に
遭
進
し
続
け
た
と
言
え
よ
う
。

　
近
代
の
歌
壇
の
傾
向
と
し
て
、
宗
教
的
情
操
や
宗
教
的
思
索
を
扱
っ
た
作

品

は
極
く
少
な
い
。
歌
壇
か
ら
孤
立
し
て
い
た
湖
人
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、

専
門
歌
人
が
持
ち
得
な
か
っ
た
独
自
の
歌
境
－
若
き
日
か
ら
思
索
続
け

たー
を
素
直
に
の
ば
し
得
た
と
言
え
よ
う
。
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