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メ
デ
ィ
ア
文
化
を
〈
よ
む
〉
@

民
謡
・

は
や
り
唄
・
流
行
歌

|
|
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の

「
う
た
」
と
社
会
|
|

て
限
界
芸
術
と
し
て
の
う
た
の
ち
か
ら

歌
は
世
に
つ
れ
世
は
歌
に
つ
れ
、
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
は
あ
ま
り

に
も
有
名
だ
が
、
い
つ
の
世
も
人
々
の
生
活
の
傍
ら
に
は
歌
が
あ

る
oi
庶
民
の
周
り
に
あ
ふ
れ
る
歌
の
発
速
に
つ
い
て
、
鶴
見
は
次

の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
ο

h

歌
は
、
人
間
の
肉
声
の
も
つ
音
楽
的
価
値
を
磨
き
か
け
て
い
く

方
向
に
発
展
し
て
ゆ
く
の
と
、
吾
首
語
の
も
つ
音
楽
的
価
値
を
み

i

が
き
あ
げ
て
ゆ
く
方
向
に
発
達
し
て
い
く
の
と
、
一
一
つ
の
道
筋

中

江

士
土

4
R
1
 

子

を
と
る
。
純
粋
芸
術
の
様
式
と
し
て
の
声
楽
は
、
人
間
の
肉
声

の
も
つ
音
楽
的
価
値
を
引
き
出
す
仕
事
を
主
と
し
て
取
り
組
ん

で
き
た
。
大
衆
芸
術
の
一
つ
の
様
式
と
し
て
の
流
行
歌
は
、
そ

れ
ぞ
れ
民
族
が
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
用
い
た
言
語
の
音
楽
的
価

値
を
引
き
出
す
こ
と
に
大
き
く
力
を
さ
い
て
き
た
。
こ
の
窓
味

で
、
流
行
歌
は
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
社
会
で
、
ぐ
る
ぐ
る
ま
わ

る
「
ふ
し
こ
と
ば
」
と
い
う
限
界
芸
術
の
様
式
と
密
接
な
関
係

を
も
っ
て
発
展
し
て
き
た
。
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鶴
見
の
い
、
う
「
限
界
芸
術
と
し
て
の
歌
」
と
は
、
大
衆
の
生
活

の
な
か
で
生
活
の
リ
ズ
ム
と
と
も
に
歌
わ
れ
る
文
化
で
あ
る
。
ど



ん
な
歌
で
あ
っ
て
も
、
大
衆
に
よ
っ
て
好
ま
れ
広
く
歌
わ
れ
る
た

め
に
は
、
そ
の
歌
の
出
自
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
、
大
衆
の

生
活
に
凄
む
情
感
を
そ
こ
に
瀧
え
て
い
る
必
要
が
あ
る
。
労
働
や

祭
り
な
ど
人
生
と
生
活
に
か
か
わ
る
表
現
を
言
葉
遊
び
の
よ
う
に

遊
び
な
が
ら
、
リ
ズ
ム
を
同
調
さ
せ
な
が
ら
、
労
苦
を
乗
り
越
え

る
弾
み
と
し
て
、
歌
う
。
そ
の
歌
は
、
日
々
の
労
働
の
な
か
に
あ

る
苦
悩
も
悲
哀
も
、
生
活
に
穆
む
情
感
が
リ
ズ
ム
や
節
ま
わ
し
の

な
か
に
諮
け
込
ま
せ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
歌
を
唱
和
す
る
こ

と
を
通
じ
て
人
々
は
同
じ
生
活
文
化
を
共
感
し
合
い
、
繋
が
り
を
・

意
識
す
る
の
だ
。
こ
の
よ
う
な
生
活
に
密
接
に
か
か
わ
る
歌
の
力

に
つ
い
て
、
柳
田
園
男
は
「
一
一
一
千
年
の
久
し
き
に
亙
っ
て
、
泥
と

水
溢
を
友
と
し
た
日
本
の
穀
作
農
が
、
歌
の
力
を
値
る
こ
と
無
く

し
て
尚
そ
の
同
じ
形
式
を
保
ち
得
た
ら
う
と
い
ふ
こ
と
は
、
恐
ら

く
は
想
像
の
外
で
あ
る
」
と
ま
で
言
い
、
労
働
歌
と
と
も
に
文
化

の
様
式
と
か
か
る
心
情
を
も
ま
た
伝
承
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
述
べ

て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
歌
が
、
「
即
時
に
綿
括
的
に
一
度
に
群
れ

(
集
団
)
を
動
か
す
だ
け
の
作
用
」
(
括
弧
内
筆
者
)
を
も
ち
、

「
な
ん
ら
か
の
共
同
生
存
の
た
め
に
役
立
っ
た
」
た
め
、
こ
れ
を

「
民
謡
」
と
い
う
の
だ
、
と
い
う
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。
生
き

る
こ
と
は
基
本
的
に
苦
し
み
と
と
も
に
あ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の

な
か
で
、
歌
が
人
び
と
の
共
通
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
文
化
と
生
活
が
よ
う
や
く
保
た
れ
る
と
い
う
歴
史
の
一
側
面

を
、
柳
田
は
見
逃
し
て
い
な
い
。

小
川
泣
五
郎
は
、
大
衆
の
生
活
寸
に
密
着
し
た
歌
の
ル

l
ツ
と
そ

の
特
質
を
知
る
た
め
に
は
、
民
謡
ま
で
遡
る
必
要
が
あ
る
と
論
じ

て
い
る
。
小
川
に
よ
れ
ば
、
民
謡
は
元
来
、
労
作
の
歌
や
生
活
上

の
心
境
を
述
懐
し
た
歌
と
か
が
多
く
愛
唱
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の

な
か
の
い
く
つ
か
は
、
地
方
色
が
濃
す
ぎ
た
り
切
実
感
に
欠
け
て

い
た
り
し
て
一
地
方
民
謡
に
終
わ
る
が
、
そ
の
ほ
か
の
い
く
つ
か

は
、
地
域
的
な
限
界
を
超
え
て
一
般
大
衆
に
共
鳴
を
与
え
、
結
果

的
に
大
衆
を
牽
引
す
る
よ
う
な
「
は
や
り
唄
」
と
じ
て
普
及
す
る

こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。
小
川
は
、
「
地
域
性
に
根
付
い
て
い
る

こ
と
」
と
「
民
族
性
の
あ
ら
わ
し
て
い
る
こ
と
」
と
の
一
一
つ
を
民

謡
の
特
徴
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
歌
が
地
域
に
よ
っ
て
様
々

に
異
な
る
具
体
的
な
生
活
と
か
か
わ
り
、
そ
の
支
え
と
な
る
こ
と

が
あ
る
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
、
具
体
的
な
地
域
を
離
れ
て
も
な

お
多
く
の
人
々
の
生
活
と
心
情
に
訴
え
る
表
現
は
、
替
え
歌
や
節

回
し
に
お
け
る
そ
の
場
そ
の
場
の
歌
い
手
の
自
由
な
変
更
や
展
開

を
含
み
な
が
ら
も
、
ひ
ろ
く
社
会
に
共
有
さ
れ
る
「
は
や
り
唄
」

と
な
る
。
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近
代
日
本
社
会
が
次
第
に
発
達
し
て
く
る
に
つ
れ
、
地
域
の
つ

な
が
り
を
離
れ
る
都
市
生
活
者
が
あ
ら
わ
れ
る
。
伝
統
的
な
地
域



文
化
に
根
付
い
た
民
謡
と
は
異
な
る
、
都
市
生
活
の
貧
し
さ
や
苦

労
を
う
た
い
な
が
ら
歩
く
人
々
が
あ
ら
わ
れ
る
。
演
歌
は
こ
の
よ

う
な
時
代
の
中
で
う
ま
れ
た
、
都
市
労
働
者
に
と
っ
て
の
民
謡
で

あ
り
、
こ
れ
は
必
然
的
に
、
階
級
的
な
生
活
事
情
の
訴
え
に
結
び

つ
く
こ
と
に
な
る
。

添
田
唖
蝉
坊
の
壮
士
節
は
、
間
接
的
で
は
あ
る
が
自
由
民
権
運

動
の
流
れ
を
く
む
も
の
で
あ
り
、
社
会
連
動
と
結
び
つ
き
な
が
ら

流
行
っ
た
。
し
か
し
、
社
会
運
動
の
若
い
壮
士
た
ち
で
作
ら
れ
た

青
年
倶
楽
部
の
な
か
に
は
、
運
動
の
み
に
乱
暴
な
ゴ
ロ
ツ
キ
に
ち

か
い
壮
士
も
含
ま
れ
て
い
た
た
め
、
庶
民
の
情
感
に
寄
り
添
お
う

と
す
る
演
歌
師
に
と
っ
て
は
ジ
レ
ン
マ
が
あ
っ
た
は
ず
だ
。

青
年
倶
楽
部
の
:
酔
郷
の
愉
快
節
、
欣
舞
節
は
、
同
じ
メ
ロ
デ
ィ
、

そ
れ
も
悲
憤
懐
慨
の
怒
号
調
、
絶
叫
調
に
ゆ
き
つ
く
曲
調
に
、

歌
調
だ
け
を
新
作
し
て
い
く
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
節
と
い
う

字
を
武
士
と
書
い
て
先
頭
精
神
を
あ
ら
わ
し
た
こ
れ
ら
の
歌
の

初
期
の
も
の
は
、
明
治
十
年
代
の
終
わ
り
近
く
に
す
で
に
全
盛

と
な
っ
て
い
た
。
民
権
主
張
か
ら
ア
ジ
ア
制
覇
へ
と
内
容
を
変

え
な
が
ら
、
こ
の
メ
ロ
デ
ィ
に
の
せ
た
新
作
は
日
露
戦
争
前
後

ま
で
つ
く
ら
れ
?
つ
け
た
。
:
・
(
中
略
)
:
・
こ
の
よ
う
な
唄
が

演
歌
そ
の
も
の
で
あ
る
よ
う
な
時
代
が
異
常
に
長
く
ひ
き
つ
づ

い
て
い
た
:
・
明
治
三
十
年
代
に
な
っ
て
(
当
時
を
思
い
返
し
て
)

唖
蝉
坊
は
、
「
私
に
と
っ
て
実
に
陰
欝
な
嫌
な
時
代
だ
っ
幻
」

(
と
述
懐
し
て
い
る
)

0

(

括
弧
内
は
筆
者
に
よ
る
付
加
す

こ
の
よ
う
な
陰
欝
な
、
運
動
か
ら
脱
皮
で
き
な
い
空
気
か
ら
抜

け
出
し
、
も
っ
と
自
由
な
表
現
を
求
め
た
唖
蝉
坊
は
「
演
歌
仲
間

の
不
健
全
な
控
気
の
中
で
、
何
と
か
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
瑞
い
で
ゐ

た
少
数
の
者
が
、
私
と
歩
調
を
合
は
せ
て
、
ヤ
」
の
時
、
芸
術
的
精

進
を
試
み
た
。
技
芸
の
練
磨
と
い
ふ
事
が
、
は
じ
め
て
真
面
目
に

考
え
ら
れ
て
来
た
の
だ
。
そ
う
し
た
聞
に
生
ま
れ
た
『
む
ら
さ
き

節
』
が
一
世
を
風
擁
し
た
の
は
、
私
に
は
む
し
ろ
当
然
の
こ
と
に

思
は
れ
た
の
で
あ
る
。
演
歌
の
黄
金
時
代
が
来
た
の
で
あ
っ
た
」

と
、
そ
の
新
し
い
展
開
を
喜
ん
で
い
る
。
「
む
ら
さ
き
節
」
の
後

の
唖
蝉
坊
の
ヒ
ッ
ド
曲
「
ま
つ
く
ろ
け
節
」
に
お
い
て
も
、
技
術

進
歩
に
素
朴
に
驚
く
庶
民
の
生
活
感
覚
が
う
た
わ
れ
た
。
彼
の
い

う
演
歌
の
黄
金
時
代
と
は
、
演
歌
が
庶
民
の
生
活
感
覚
や
情
感
を

湛
え
、
か
っ
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
庶
民
が
自
ら
の
人
生
の
あ
り

か
た
を
自
覚
的
に
感
じ
取
る
仕
掛
け
と
し
て
「
は
や
り
唄
」
が
あ

る
、
そ
ん
な
時
代
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

唖
蝉
坊
は
、
い
わ
ば
新
し
い
日
本
近
代
の
民
謡
を
、
個
別
的
な

地
域
か
ら
切
り
離
し
近
代
生
活
の
庶
民
的
生
活
感
覚
を
拠
り
所
に
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し
な
が
ら
制
作
し
、
こ
れ
を
「
演
歌
」
と
い
っ
た
。
唖
蝉
坊
は
演

歌
を
、
運
動
や
啓
蒙
の
た
め
の
手
段
な
ど
で
は
な
く
、
そ
れ
自
体

が
歌
う
意
味
の
あ
る
自
律
的
な
文
化
(
新
民
謡
)
と
し
て
、
再
構

築
し
た
と
も
い
え
よ
う
。
人
々
は
「
ま
つ
く
ろ
け
節
」
の
軽
妙
な

節
を
ま
わ
し
な
が
ら
、
真
っ
黒
な
煙
を
吐
き
な
が
ら
走
る
汽
車
と

い
う
新
時
代
の
乗
り
物
を
想
像
し
、
遠
い
薩
摩
の
桜
島
に
思
い
を

馳
せ
て
夢
見
る
。
ま
た
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
今
生
き
て
い
る
時

代
の
姿
を
意
識
し
、
そ
の
変
化
を
受
け
入
れ
さ
せ
た
り
、
あ
る
い

は
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
に
拒
否
し
た
り
す
る
の
だ
。
庶
民
の
心
性
と
い

う
と
ら
え
ど
こ
ろ
の
な
い
も
の
を
演
歌
に
よ
っ
て
か
た
ち
あ
る
も

の
に
し
、
庶
民
が
み
ず
か
ら
の
生
活
や
心
の
動
き
を
自
然
に
口
に

で
き
る
と
い
う
文
化
。
う
た
に
よ
っ
て
、
ば
ら
ば
ら
の
庶
民
は
同

時
代
を
感
じ
た
り
、
共
同
の
心
性
が
構
築
さ
れ
る
。
う
た
と
心
性

と
の
相
互
作
用
が
、
う
た
を
育
て
、
心
性
を
構
築
し
、
さ
ら
に
そ

の
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
が
共
同
し
て
生
き
て
い
る
こ
と
を
す
る
。

近
代
社
会
の
、
こ
の
よ
う
な
相
互
作
用
の
広
が
り
に
よ
っ
て
よ
り

広
く
伝
播
す
る
も
の
が
、
「
は
や
り
唄
」
で
あ
る
。

ニ
、
レ
コ
ー
ド
時
代
の
は
や
り
唄
の
変
質

添
田
唖
蝉
坊
は
、
そ
の
う
た
が
演
歌
と
呼
ば
れ
る
に
せ
よ
は
や

り
唄
と
呼
ば
れ
る
に
せ
よ
、
庶
民
の
中
に
入
っ
て
庶
民
の
う
た
を

う
た
い
、
そ
う
し
な
が
ら
全
国
を
歌
い
歩
い
た
。
は
や
り
唄
と
は

い
っ
て
も
、
畷
蝉
坊
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
演
歌
師
ら
が
行
っ

た
先
々
で
、
口
承
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
、
そ
れ
が
人
の
唇
に
口
ず

さ
ま
れ
、
や
が
て
、
人
の
速
度
で
伝
播
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
唖
蝉
坊
流
の
口
承
と
し
て
の
は
や
り
唄
は
、
レ
コ
ー
ド
の

登
場
に
よ
っ
て
そ
の
質
を
大
き
く
変
え
る
こ
と
に
な
る
。
小
川
は
1

「
一
般
の
人
が
『
り
・
つ
こ
う
か
』
と
音
読
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の

は
、
多
分
昭
和
の
初
め
頃
、
し
か
り
、
流
行
歌
の
普
及
が
レ
コ
ー

ド
に
依
っ
て
行
わ
れ
る
に
歪
っ
て
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る

い
づ
れ
に
せ
よ
、
流
行
歌
と
は
、
歌
詞
と
楽
曲
の
構
成
に
於
て
、

大
衆
の
資
質
と
融
合
し
得
る
一
定
範
囲
の
歌
を
調
う
」
と
し
て
い

る
。
レ
コ
ー
ド
と
い
う
近
代
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
歌
へ
の
関
与
に
よ
っ

て
、
う
た
の
内
容
も
特
質
も
変
貌
し
て
お
り
、
そ
れ
を
敏
感
に
受

け
止
め
た
民
衆
が
!
こ
れ
を
音
読
み
で
流
行
歌
と
表
現
し
た
、
と

い
う
の
は
納
得
の
い
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。

H

り
う
こ
う
か
H

と
と

も
に
、
演
歌
師
が
急
速
に
療
を
消
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。

た
と
え
ば
爾
博
は
、
唖
蝉
坊
の
よ
う
な
口
承
の
大
衆
芸
能
(
南

の
言
葉
で
い
え
ば
日
パ
ー
ソ
ナ
ル
芸
術
〉
は
「
ほ
ん
と
う
に
民
衆

の
も
の
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
次
に
み
る
よ
う

に
、
レ
コ
ー
ド
の
マ
ス
コ
ミ
時
代
が
演
歌
の
よ
う
な
パ
ー
ソ
ナ
ル
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芸
術
の
発
展
を
中
断
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
」
と
い
う
。
南
は
、

近
代
社
会
の
「
民
衆
」
と
い
う
階
層
が
構
築
さ
れ
、
そ
の
民
衆
の

も
の
と
し
て
の
う
た
が
民
衆
の
文
化
と
し
で
培
わ
れ
る
よ
う
に
な

る
以
前
に
、
レ
コ
ー
ド
が
そ
れ
を
阻
ん
で
し
ま
っ
た
、
と
い
う
の

で
あ
る
。

こ
の
南
の
論
考
を
整
理
す
る
と
、
レ
コ
ー
ド
の
技
術
が
も
た
司
り

し
た
直
接
的
な
影
響
は
以
下
の
ふ
た
つ
で
ら
っ
た
。

ひ
と
つ
は
、
演
歌
師
ひ
と
り
ひ
と
り
の
芸
能
と
し
て
の
個
性
的

な
わ
ざ
が
、
口
承
芸
能
と
し
て
は
伝
達
さ
れ
や
す
い
が
、
こ
れ
を

レ
コ
ー
ド
に
す
る
と
十
分
に
伝
わ
ら
な
い
、
と
い
う
点
で
あ
る
。

表
情
や
息
の
吐
き
方
吸
い
方
、
ア
ド
リ
ブ
の
使
い
方
な
ど
も
含
め
、

総
合
芸
術
と
し
て
人
々
に
親
し
ま
れ
て
き
た
芸
能
が
、
音
だ
け
が

抽
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
個
性
的
な
わ
ざ
の
発
達
は
そ
の
空
間
全

体
の
体
験
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
る
も
の
だ
が
、
音
だ
け
を
聞
く

聴
衆
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
二
つ
の
あ
い
だ

に
は
、
か
な
り
深
い
世
界
の
断
絶
が
あ
る
。
「
レ
コ
ー
ド
吹
き
込

み
の
技
術
的
な
条
件
は
、
ま
ず
う
た
い
手
の
個
性
的
な
特
徴
寄
生

か
す
の
に
十
分
で
な
い
た
め
に
、
個
性
的
な
も
の
の
最
大
限
の
発

揮
は
期
待
で
き
ず
、
む
し
ろ
個
性
の
鈍
化
が
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う

に
な
る
」
と
い
う
。
個
性
的
表
現
方
法
と
し
て
の
う
た
、
と
い
う

側
面
は
薄
め
ら
れ
た
か
た
ち
で
、
レ
コ
ー
ド
流
の
う
た
、
が
で
き

あ
が
る
。
芸
に
個
性
の
必
要
と
さ
れ
な
い
時
代
の
到
来
と
も
い
え

よ
う
。ふ

た
つ
め
は
、
う
た
の
階
層
性
の
超
越
と
い
う
側
面
で
あ
る
。

南
に
よ
れ
ば
、
一
九

O
九
年
に
創
立
さ
れ
た
最
初
の
レ
コ
ー
ド
企

業
で
あ
る
日
米
蓄
音
機
協
会
は
、
当
時
人
気
絶
頂
の
吉
田
奈
良
丸

と
い
う
浪
曲
師
の
浪
曲
レ
コ
ー
ド
を
吹
き
込
ん
だ
。
日
露
戦
争
後

の
社
会
情
勢
の
な
か
で
驚
場
し
た
レ
コ
ー
ド
が
、
赤
穂
浪
士
伝
や

浪
花
節
と
い
っ
た
内
容
を
録
音
し
た
こ
と
は
、
複
雑
な
結
果
を
も

た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
。
ひ
と
つ
は
、
民
衆
へ
の
武
士
道
の
鼓
舞

と
い
う
よ
う
な
政
策
的
意
図
が
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
が
、
一
方

で
は
浪
曲
師
や
浪
花
節
語
り
の
文
化
が
支
配
層
に
接
近
し
て
い
く
、

と
い
っ
た
現
象
も
も
た
ら
し
た
の
で
あ
あ
。
浪
曲
師
や
演
歌
師
は
、

エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
の
底
辺
を
支
え
て
い
た
芸
能
と
し
て
近

し
い
が
、
こ
の
よ
う
な
芸
能
が
レ
コ
ー
ド
に
録
音
さ
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
(
す
な
わ
ち
興
行
師
の
個
性
の
色
濃
く
映
し
出
さ
れ
た
芸

能
と
い
う
側
面
を
薄
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
で
は
あ
る
が
)
、

結
果
的
に
、
レ
コ
ー
ド
・
審
音
機
を
購
入
す
る
こ
と
の
で
き
る
中

流
以
上
の
社
会
階
層
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
。
「
槙
花
節
が
レ
コ
ー

ド
化
さ
れ
る
ま
で
に
す
で
に
支
配
層
に
入
っ
て
い
た
こ
と
、
さ
ら

に
レ
コ
ー
ド
と
な
っ
て
あ
ら
ゆ
る
階
層
に
行
き
わ
た
っ
た
こ
と
は
、

日
本
の
大
衆
芸
能
が
そ
の
民
衆
性
を
失
っ
て
い
く
過
程
の
一
つ
で
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あ
る
」
と
南
は
い
う
。
よ
り
正
確
な
表
現
を
と
る
と
す
れ
ば
、
大

衆
芸
能
が
民
衆
性
を
失
っ
た
と
い
う
よ
り
は
、
レ
コ
ー
ド
が
個
性

を
薄
め
、
そ
の
結
果
と
し
て
階
層
を
無
化
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
、

と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
と
私
は
考
え
る
。
た
と
え
ば
、
日
本
初
の
レ

コ
ー
ド
に
よ
る
流
行
歌
と
い
わ
れ
る
一
九
一
四
年
の
「
カ
チ
ュ

l

シ
サ
の
唄
(
松
井
須
磨
子
)
」
は
九
決
し
、
て
民
衆
的
な
も
の
で
は

な
く
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
ロ
シ
ア
文
学
や
新
劇
、
洋
楽
と
い
っ

た
イ
ン
テ
リ
階
層
の
進
取
的
な
感
覚
の
音
楽
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

こ
れ
が
レ
ロ
!
ド
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
半
ン
テ
リ
階
層
や
ロ

シ
ア
文
学
な
ど
と
い
う
枠
組
み
に
は
関
係
な
・
く
、
大
衆
的
な
人
気

を
博
す
る
こ
と
に
な
っ
た
し
、
松
井
須
磨
子
も
目
ま
た
人
気
女
優
と

な
っ
た
、
の
だ
っ
た
。
こ
の
歌
は
レ
ロ

l
fに
な
っ
た
か
ら
こ
そ
、

は
や
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
は
浪
花
節
と
は
逆
で
、
千
ン
テ

リ
階
層
の
文
化
が
、
階
層
を
無
化
す
る
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
か
か
っ

た
た
め
に
、
流
行
歌
と
な
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
レ
コ
ー
ド
に
よ

る
歌
の
大
衆
化
と
成
功
に
よ
っ
て
、
芸
術
座
に
大
衆
が
押
し
寄
せ

る
結
果
と
な
り
、
そ
の
こ
と
が
演
劇
の
芸
術
性
の
堕
落
と
喪
術
座

の
解
散
へ
と
追
い
や
る
こ
と
に
な
っ
た
、
と
い
う
皮
肉
は
、
大
衆

性
と
芸
術
性
の
矛
盾
と
い
う
意
味
で
大
き
な
問
題
を
残
す
ご
と
に

な
っ
た
。

個
人
芸
を
薄
め
る
、

と
い
う
レ
コ
ー
ド
の
効
果
に
よ
っ
て
、
民

衆
と
い
う
不
特
定
多
数
で
し
か
も
多
様
な
人
び
と
の
共
通
の
心
性

は
よ
う
や
く
結
び
合
わ
さ
れ
、
か
た
ち
づ
く
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

南
の
言
葉
を
借
り
る
と
す
れ
ば
、
民
衆
の
も
の
と
し
て
の
大
衆
芸

能
の
確
立
が
こ
こ
に
あ
っ
た
。
こ
の
段
階
に
な
る
と
前
レ
コ
ー
ド

時
代
の
階
層
的
な
朝
を
超
え
て
、
新
し
い
自
由
な
音
の
ミ
ク
ス
チ
ャ
ー

に
よ
っ
て
大
衆
芸
能
が
創
出
さ
れ
る
よ
う
な
時
代
が
、
あ
ま
り
間

ぞ
お
く
こ
と
な
く
到
来
す
る
。

司
レ
コ
ー
ド
会
社
ピ
ク
タ
!
の
第
一
回
発
売
レ
コ
ー
ド
は
、
昭
和

三
年
三
九
二
七
年
)
の
野
口
雨
情
と
中
山
晋
平
に
よ
る
『
波
浮

の
港
』
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
盟
年
に
同
じ
ピ
ク
タ
ー
か
ら
出
た
西

燦
八
十
と
中
山
晋
平
に
よ
る
『
東
京
行
進
曲
』
は
、
映
画
と
の
タ

イ
ア
ッ
プ
で
爆
発
的
に
売
れ
た
。
こ
の
こ
ろ
か
ら
の
時
代
を
小
川

は
「
レ
コ
ー
ド
時
代
」
と
い
い
、
南
は
「
大
衆
芸
能
が
本
格
的
に

マ
ス
化
し
て
い
く
」
と
述
べ
て
い
る
。
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『
東
京
行
進
曲
』
，
は
民
謡
調
と
ジ
ャ
ズ
調
を
ミ
ッ
ク
ス
し
た
流

行
歌
と
し
て
の
「
大
衆
歌
謡
一
」
が
確
立
す
る
最
初
の
作
品
で
あ

り
、
日
本
の
大
衆
芸
能
の
ひ
と
つ
の
転
換
点
で
あ
る
。
そ
れ
は

ま
た
詩
人
か

b
大
衆
歌
謡
の
作
詞
者
へ
の
専
門
J

分
化
の
最
初
で

も
あ
り
、
意
識
的
な
流
行
歌
制
作
の
試
み
と
し
て
も
画
期
的
な

.
も
の
で
あ
る
。



芸
能
が
マ
ス
化
し
て
い
ぐ
こ
と
、
、
す
な
わ
ち
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
よ
っ
て
増
幅
さ
れ
大
衆
に
向
け
て
送
ら

れ
る
と
同
時
に
1

大
衆
の
側
も
ま
た
芸
能
を
通
じ
て
世
相
を
う
け

と
め
、
社
会
へ
の
姿
勢
や
意
識
を
整
え
て
い
く
。
そ
の
よ
う
な
相

互
作
用
が
、
時
代
の
流
行
歌
を
生
み
出
し
て
い
く
。
さ
て
、
う
た

が
流
行
歌
に
な
る
と
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
う
た
は
ど
の
よ
う
に

変
わ
る
か
。
こ
の
よ
う
な
問
題
に
つ
い
て
、
ハ
ヤ
カ
ワ
は
、
ジ
ャ

ズ
と
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
-
ソ
ン
グ
を
比
較
し
な
が
ら
論
じ
た
論
考
の
中

で
「
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
は
、
ジ
ャ
ズ
の
持
っ
て
い
る
音

楽
的
理
念
を
う
す
め
、
耳
ざ
わ
り
を
よ
く
し
、
感
傷
的
に
し
、
平

凡
に
し
た
十
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

ジ
ャ
ズ
の
持
い
つ
音
楽
的
ま
じ
め
さ
と
大
半
の
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
-
ソ

ン
、
グ
が
も
っ
音
楽
的
な
感
傷
の
過
剰
と
の
対
比
は
、
お
も
し
ろ

い
こ
と
に
、
ブ
ル
ー
ス
・
ソ
ン
グ
(
ブ
ル
ー
ス
は
ジ
ャ
ズ
の
着

想
の
基
本
的
な
源
で
あ
る
)
の
歌
調
の
、
詩
と
し
て
の
ま
じ
め

さ
と
、
大
半
の
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
・
ソ
ン
グ
の
歌
調
に
お
け
る
感
傷

の
過
剰
と
の
対
比
に
、
平
行
し
て
い
る
)
。

ブ
ル
ー
ス
は
、
言
葉
を
重
ん
ず
る
の
で
は
な
く
、
事
実
を
重
ん

ず
る

H

外
延
的
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
H

に
た
っ
た
歌
詞
を
も

っ
傾
向
が
あ
る
が
、
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
・
ソ
ン
グ
は
言
葉
が
何
を
代

表
す
る
か
と
い
う
こ
と
を
ほ
と
ん
ど
考
え
に
入
れ
ず
、
言
葉
に

よ
っ
て
自
分
を
方
向
づ
け
る
、
病
的
で
さ
え
あ
る

H

内
包
的
な

オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
H

に
た
っ
た
歌
詞
を
も
っ
傾
向
に
あ
る
。

ハ
ヤ
カ
ワ
は
、
音
楽
が
大
衆
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
ポ
ピ
ュ
ラ
ー

性
を
も
つ
こ
と
は
、
畑
町
一
念
を
薄
め
、
感
傷
の
過
剰
、
そ
し
て
自
分

の
内
側
へ
向
か
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
、
と
い
う
性
格
を
ま
と
う
こ
と
で

あ
る
と
論
じ
て
い
る
。
さ
で
、
日
本
に
お
い
て
、
マ
ス
化
し
た
音

楽
と
し
て
の
レ
コ
ー
ド
時
代
の
う
た
が
、
次
第
に
ハ
ヤ
カ
ワ
の
い

う
よ
う
な
内
容
へ
と
変
化
し
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。
日
本
芸
能
の

転
換
点
に
立
ち
、
か
っ
、
詩
作
か
ら
の
離
陸
と
音
楽
の
大
衆
化
と

を
、
と
も
に
経
験
し
て
き
た
代
表
と
し
て
、
西
保
八
十
に
接
近
し

て
み
る
こ
と
と
し
た
い
。
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西
保
八
十
の
う
た
の
出
発
点

大
衆
芸
能
の
転
換
点
に
い
た
西
傑
八
十
と
は
い
え
、
八
十
の
仕

事
は
レ
コ
ー
ド
流
行
歌
だ
け
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
詩
人
と

し
て
の
詩
作
も
あ
り
、
童
詔
の
作
詞
1

民
謡
の
研
究
お
よ
び
新
民

謡
の
作
調
な
ど
、
そ
の
幅
は
大
変
広
い
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
八

十
は
そ
の
幅
の
広
い
仕
事
の
ど
れ
を
と
っ
て
も
一
貫
し
て
、
八
々



の
生
活
の
中
か
ら
生
ま
れ
出
づ
る
言
葉
や
持
情
に
大
き
な
関
心
が

あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。

た
と
え
ば
八
十
の
仕
事
が
最
も
早
く
か
ら
は
じ
め
ら
れ
た
童
謡

の
作
調
に
お
い
て
は
、
彼
は
童
謡
を
唱
歌
と
は
全
く
異
な
る
も
の
、

と
し
て
い
る
。
「
唱
歌
が
主
と
し
て
露
骨
な
教
訓
、
乃
至
は
知
識

を
授
け
る
の
を
目
的
と
し
た
功
利
的
歌
謡
で
、
従
っ
て
児
童
等
の

感
情
生
活
に
は
何
等
の
交
渉
を
持
た
な
い
の
を
遺
憾
と
し
、
こ
の

欠
陥
を
補
ふ
に
足
る
べ
き
内
容
形
式
共
に
よ
り
芸
術
的
香
気
あ
る

(
四
)

新
唱
歌
を
生
み
出
さ
う
と
し
た
の
が
こ
の
童
話
運
動
の
目
的
」
と

し
、
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
気
運
の
な
か
で
童
謡
な
る
も
の
の
意

義
が
明
確
に
存
在
す
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
童
謡

と
は
、
権
力
と
の
距
離
、
そ
し
て
、
子
供
(
あ
る
い
は
か
つ
て
子

(

目

》

供
だ
っ
た
大
人
)
の
生
活
の
中
の
「
真
剣
な
感
動
」
・
「
生
活
感
動
」

が
あ
っ
て
こ
そ
芸
術
的
歌
謡
な
の
だ
、
と
い
う
。
「
児
童
の
歌
は

ん
と
す
る
本
能
の
解
放
し
お
よ
び
「
児
童
の
清
新
な
観
察
、
純
真

な
感
動
の
尊
重
」
こ
そ
が
、
八
十
の
童
謡
の
目
的
で
あ
り
、
自
ら

自
覚
す
る
価
値
で
も
あ
っ
た
。

民
謡
研
究
に
お
い
て
も
八
十
は
膨
大
な
仕
事
を
残
し
て
い
る
。

た
と
え
ば
そ
の
な
か
の
一
つ
、
百
四
一
括
の
旅
』
は
、
昭
和
五
年
の

六
月
末
か
ら
の
一
か
月
の
あ
い
だ
、
大
阪
朝
日
新
聞
の
委
嘱
で
西

【泊〉

日
本
各
地
に
わ
た
る
民
一
諸
行
脚
を
し
た
際
の
記
録
で
あ
る
。
北
陸
・

山
陰
・
山
陽
・
四
国
・
紀
州
と
渡
り
歩
く
民
謡
の
記
録
で
は
あ
る

が
、
こ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
の
は
た
だ
民
謡
に
か
ん
す
る
こ
と
だ

け
で
は
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
民
謡
の
起
源
や
歴
史
や
諦
の
様
々
な

パ
タ
ー
ン
な
ど
に
加
え
、
民
謡
の
謡
の
う
た
わ
れ
る
情
景
、
謡
う

人
々
の
あ
り
さ
ま
や
そ
の
個
性
、
声
の
響
き
の
調
子
や
唱
和
の
様

式
、
そ
の
響
き
を
包
む
地
域
の
自
然
の
様
子
や
風
の
流
れ
方
、
な

ど
。
そ
の
観
察
眠
は
民
謡
を
取
り
巻
く
生
活
文
化
そ
の
も
の
へ
注

意
が
訟
が
れ
て
い
る
。
こ
の
と
き
同
行
し
た
画
家
古
家
新
氏
は
、

旅
の
道
行
や
訪
れ
た
各
地
の
習
俗
の
ス
ケ
ッ
チ
を
し
て
い
る
が
、

民
謡
の
旅
に
画
家
が
必
要
で
あ
る
の
は
八
十
に
と
っ
て
は
当
然
の

こ
と
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
結
局
こ
こ
で
記
録
さ
れ
て
い
る
の
は
、

そ
の
土
地
と
民
謡
と
の
関
係
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
土
地
の
生
活
文

化
と
歴
史
の
素
地
の
う
え
に
知
何
な
る
民
謡
が
そ
の
情
感
を
謡
に

込
め
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
、
と
い
う
ま
な
ざ
し
で
あ
る
。

感
動
、
と
い
う
意
味
で
言
え
ば
、
八
十
自
身
が
大
衆
歌
謡
に
積

極
的
に
関
心
を
向
け
始
め
る
こ
と
に
な
っ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
。

そ
れ
は
関
東
大
震
災
に
見
舞
わ
れ
た
八
十
が
、
自
分
の
兄
夫
妻
の

消
息
を
確
か
め
よ
う
と
月
島
へ
向
か
っ
た
と
き
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

大
混
乱
の
中
な
か
な
か
思
う
よ
う
に
進
め
ず
、
夜
を
上
野
の
山
で

過
ご
す
こ
と
に
な
っ
た
夜
の
こ
と
で
あ
る
。
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深
夜
に
な
る
と
人
々
は
披
露
と
不
安
と
餓
と
で
、
ほ
'
と
ん
ど
口

を
き
か
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
化
石
し
た
よ
ヨ
に
、
鹿
り
、

時
み
、
横
た
わ
っ
て
い
た
。
こ
の
避
難
所
そ
の
も
の
さ
え
い
つ

猛
火
の
餌
食
に
な
る
か
、
そ
れ
さ
え
も
判
ら
な
か
っ
た
。
・
:
そ

の
な
か
で
あ
る
少
年
が
ポ
ケ
ッ
ト
か
ら
ハ
ー
モ
ニ
カ
を
取
り
だ

し
吹
き
出
そ
う
と
し
た
。
わ
た
し
は
一
瞬
、
周
り
の
人
が
怒
り

出
す
の
で
は
な
い
か
と
案
じ
、
止
め
よ
う
と
し
た
が
、
少
年
は

吹
き
始
め
た
。
:
(
中
略
)
:
・
ハ
ー
モ
ニ
カ
の
メ
ロ
デ
ィ
が
晩

夏
の
夜
風
に
は
こ
ば
れ
て
美
し
く
流
れ
出
す
と
、
群
衆
は
私
の

危
慣
し
た
よ
う
に
怒
ら
な
か
っ
た
。
お
と
な
し
く
、
ジ
ッ
と
そ

れ
に
耳
を
澄
ま
せ
て
い
る
知
く
で
あ
っ
た
。
少
年
は
誇
り
を
も
っ

て
吹
き
続
け
た
。
;
・
一
口
に
い
え
ば
、
そ
れ
は
冷
厳
索
漠
た
る

荒
冬
の
天
地
に
一
脈
の
騎
蕩
た
る
春
風
が
吹
き
入
っ
た
か
の
よ

う
で
あ
っ
た
。
山
の
群
衆
は
、
こ
の
一
管
の
ハ
ー
モ
ニ
カ
の
音

に
よ
っ
て
、
慰
め
ら
れ
、
心
を
や
わ
ら
げ
ら
れ
、
く
つ
ろ
ぎ
、

絶
望
の
裡
に
一
点
の
希
望
を
与
え
ら
れ
た
。
:
・
私
は
大
衆
の
た

め
の
仕
事
の
価
値
を
は
じ
め
て
し
み
じ
み
と
感
じ
た
。
:
・
こ
の

と
き
の
感
動
が
、
後
日
ぼ
く
に
レ
コ
ー
ド
歌
を
書
か
せ
る
契
機

〈

M
}

と
な
っ
司
た
の
で
あ
っ
た
。

人
々
の
人
生
は
必
ず
し
も
楽
し
い
こ
と
ば
か
り
で
は
な
く
、
生

き
る
こ
と
を
た
だ
ひ
た
す
ら
に
生
き
る
し
か
な
い
瞬
間
が
あ
る
。

そ
の
と
き
、
何
は
無
く
て
も
「
自
分
た
ち
の
生
き
て
き
た
感
情
生

捕
の
基
盤
」
ま
で
は
決
し
て
破
壊
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
の
確
認
ほ

ど
、
人
に
生
き
る
勇
気
を
与
え
る
も
の
は
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
「
民
衆
芸
術
吉
岡
】
己

R
R同
は
町
生
き
る
た
め
の
道
具
』

と
し
て
機
能
で
き
る
」
と
い
う
言
葉
は
、
ハ
ヤ
カ
ワ
が
ブ
ル
ー
ス

に
つ
い
て
連
べ
た
言
葉
だ
が
、
同
じ
こ
と
を
八
十
も
こ
の
と
き
感

じ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

生
き
る
た
め
の
道
具
と
し
て
の
民
衆
芸
術
の
た
め
に
、
八
十
が

詩
の
な
か
で
も
童
謡
の
詩
と
い
う
分
野
に
か
か
わ
り
、
さ
ら
に
民

識
に
学
ぼ
う
と
し
た
の
は
当
然
だ
っ
た
よ
う
に
思
う
。
民
謡
や
童

謡
と
い
っ
て
も
、
受
け
継
が
れ
て
き
た
も
の
の
か
た
ち
を
単
に
模

倣
す
る
の
で
は
な
い
。
生
活
文
化
の
中
か
ら
ど
の
よ
う
に
口
ず
さ

み
の
愛
唱
歌
が
生
ま
れ
る
の
か
を
、
現
在
進
行
形
で
理
解
す
る
こ

と
。
そ
し
て
今
ま
さ
に
現
在
の
子
供
た
ち
の
な
か
に
、
大
衆
の
な

か
に
、
同
時
代
に
即
し
た
民
衆
芸
術
を
つ
く
り
だ
す
。
そ
れ
が
彼

の
う
允
に
た
い
す
る
姿
勢
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い

だ
ろ
う
。
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昭
和
二
二
年
の
『
大
衆
歌
謡
の
つ
く
り
方
』
は
、
八
十
が
み
ず

か
ら
「
歌
謡
製
作
の
秘
訣
と
も
い
ふ
べ
き
も
の
は
惜
み
な
く
残
ら

ハ

mv

ず
こ
こ
に
書
き
諒
し
た
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。



そ
こ
に
は
歌
詩
制
作
の
た
め
に
は
、
お
よ
そ
歌
謡
と
名
が
つ
く

も
の
(
謡
曲
・
浄
瑠
璃
・
民
一
譜
な
ど
の
す
べ
て
を
含
む
)
を
学
ぶ

こ
と
が
必
要
と
さ
れ
、
と
く
に
古
い
民
謡
の
研
究
は
役
に
立
つ
と

し
、
自
分
の
楽
曲
の
な
か
に
古
民
謡
を
模
し
た
フ
レ
ー
ズ
が
あ
る

こ
と
を
例
示
し
て
い
る
。
古
く
歌
い
習
わ
さ
れ
た
も
の
の
な
か
に

は
、
「
調
子
の
い
い
、
人
の
心
を
す
ぐ
捉
へ
る
よ
う
な
文
句
の
組

み
合
わ
せ
」
が
あ
る
も
の
で
、
こ
れ
に
学
び
、
現
代
風
に
ア
レ
ン

ジ
し
て
み
る
の
も
ひ
と
つ
の
方
法
で
あ
る
と
い
う
。
言
葉
の
音
楽

性
を
大
事
に
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
で
は
、
韻
に
よ
っ
て
詞
に
つ
く

り
だ
さ
れ
る
調
子
ゃ
、
文
字
数
(
七
五
調
な
ど
)
の
リ
ズ
ム
の
問

題
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
生
活
者
の
身
体
に
リ
ズ
ム
が
溶
け

込
む
た
め
に
は
大
切
な
こ
と
だ
が
、
こ
れ
は
日
本
で
は
古
く
か
ら

の
伝
統
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

優
れ
た
歌
謡
を
う
む
に
は
、
と
い
う
聞
い
の
な
か
で
八
十
は
、

着
想
の
新
し
さ
と
新
L
い
表
現
、
と
い
う
二
大
条
件
を
あ
げ
て
い

る
。
直
近
の
世
情
に
あ
わ
せ
た
心
情
の
機
微
ぞ
詞
と
し
て
読
み
込

む
こ
と
、
こ
れ
は
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
流
行
歌
の
核
心
で
あ
る
の
で
、

普
段
の
生
活
の
な
か
で
想
像
力
や
実
感
を
働
か
せ
て
、
耳
に
聞
い

た
こ
と
を
書
き
留
め
て
お
く
く
ら
い
の
生
活
を
す
る
必
要
が
あ
る

と
説
く
。
こ
の
よ
う
に
、
現
在
を
生
身
で
生
き
る
詩
人
の
観
察
眼

と
表
現
力
を
磨
か
な
け
れ
ば
と
い
う
こ
と
は
、
確
か
に
大
事
な
と

と
だ
と
は
思
う
。
し
か
し
逆
に
言
え
ば
、
そ
れ
以
外
は
ほ
と
ん
ど
、

民
謡
の
親
し
み
ゃ
す
さ
を
現
代
に
再
現
し
よ
う
と
す
る
要
点
を
ま

と
め
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
謡
'
お
う
と
す
る
人
物
や
背
景
を

は
っ
き
り
掴
め
、
と
い
う
八
十
の
指
摘
は
、
要
点
が
分
か
り
ゃ
す

い
物
語
を
効
率
良
く
伝
え
る
た
め
に
は
必
要
な
こ
と
で
あ
る
。
こ

れ
も
ま
た
、
民
謡
が
創
出
さ
れ
る
現
在
に
お
い
て
は
必
要
不
可
欠

な
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
「
言
葉
の
陰
影
を
大
切
に
せ
よ
」
「
わ

か
り
や
す
い
雷
葉
で
書
け
」
「
畳
句
の
使
用
」
「
類
似
文
句
や
同
じ

文
字
の
繰
り
返
し
」
「
ナ
ン
セ
ン
ス
な
歌
調
」
:
・
と
い
っ
た
詞
を

書
く
際
の
ア
ド
バ
イ
ス
は
、
い
ず
れ
も
民
謡
の
中
に
あ
る
特
徴
で

も
あ
る
。
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園
、
西
保
八
十
の
流
行
歌
作
家
と
し
て
の
素
地

レ
コ
ー
ド
時
代
と
い
う
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
対
応
し
た
変
化
、
前

述
の
ハ
ヤ
カ
ワ
の
指
摘
に
つ
い
て
、
八
十
の
唄
作
り
に
ど
の
よ
う

な
反
映
が
み
ら
れ
る
の
か
、
と
い
え
ば
、
実
は
こ
れ
は
あ
ま
り
は
っ

き
り
し
な
い
。
少
な
く
と
も
八
十
自
身
は
、
ハ
ヤ
カ
ワ
の
い
う
よ

う
な
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
ソ
ン
グ
の
特
徴
(
理
念
を
薄
め
る
こ
と
、
耳
触

り
の
よ
い
こ
と
、
感
傷
の
過
剰
、
内
面
志
向
)
と
い
っ
た
要
素
を
、

創
作
に
さ
い
し
て
意
識
し
て
い
た
、
と
い
ラ
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な



か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
八
十
自
身
の
流
行
歌
創
作
に
対

す
る
姿
勢
は
、
結
果
と
し
て
ハ
ヤ
カ
ワ
の
い
う
特
徴
を
否
定
し
な

い
形
で
結
果
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

た
と
え
ば
、
八
十
は
そ
も
そ
も
詩
や
言
葉
が
指
し
示
す
「
内
容
」

と
同
等
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
、
詩
や
言
葉
の
「
音
楽
性
」
に

重
要
な
意
味
を
置
い
て
い
た
こ
と
は
、
詩
人
と
し
て
活
動
し
て
い

た
時
期
の
八
十
の
作
品
か
ら
み
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
八
十
は
訳

詩
集
を
出
し
て
お
り
、
名
訳
と
し
て
高
い
評
価
を
得
て
い
る
が
、

そ
れ
ら
を
み
る
と
、
当
然
な
が
ら
た
ん
に
日
本
語
に
訳
し
た
こ
と

に
終
わ
っ
て
い
な
い
。
上
村
は
イ
ェ

l
ツ
の
詩
の
八
十
訳
に
つ
い

て
、
「
八
十
訳
は
、
静
か
で
寂
レ
い
詩
風
の
中
に
熱
い
情
緒
を
秘

め
た
イ
ェ

l
ツ
の
持
情
的
世
界
を
よ
く
伝
え
て
い
る
。
特
に
終
わ

り
の
一
行
の
訳
し
方
は
旨
い
。
イ
ェ

l
ツ
詩
の
特
色
は
そ
の
音
楽

性
に
あ
る
。
象
徴
の
音
楽
と
い
っ
て
も
よ
い
。
し
か
も
単
純
に
し

て
幽
玄
で
あ
る
。
八
十
の
訳
詩
に
は
そ
の
原
詩
の
も
つ
音
楽
性
を

な
ん
と
か
日
本
語
へ
移
そ
う
と
し
た
苦
心
の
あ
と
が
あ
る
。
そ
し

て
そ
れ
に
成
功
し
た
彼
の
多
く
の
訳
詩
に
は
、
そ
れ
を
強
く
意
識

〔
盟
)

さ
せ
な
い
滑
ら
か
さ
と
ま
と
ま
り
の
良
さ
が
あ
る
」
と
い
う
。
こ

の
よ
う
な
詩
に
た
い
す
る
感
性
は
、
イ
ェ

l
ツ
の
訳
詩
ひ
と
つ
に

と
ど
ま
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
詩
、
訳
詩
に
お
い
て
八
十
の
評
価
と
し

て
共
通
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
八
十
に
と
っ
て
、
詩
は
い
か
な
る

場
合
で
も
口
ず
さ
ま
れ
て
こ
そ
存
在
す
る
の
で
あ
り
、
音
や
リ
ズ

ム
、
あ
る
い
は
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
る
想
像
力
が
、
直
接
聞
く
人
の

持
情
を
ど
れ
だ
け
溶
か
す
力
を
も
つ
か
、
と
い
う
観
点
を
大
変
重

要
視
し
て
い
た
。

八
十
は
詩
や
歌
を
、
何
か
を
伝
え
る
た
め
の
「
手
段
」
と
は
し

な
い
。
ま
た
、
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
派
の
代
表
的
詩
人
ノ
ヴ
ァ

l
リ

ス
か
ら
八
十
は
強
い
影
響
を
受
け
て
い
る
。
不
可
思
議
と
神
秘
の

世
界
こ
そ
真
の
世
界
で
あ
る
と
す
る
ノ
ヴ
ァ

1
リ
ス
は
、
た
と
え

ば
自
然
ひ
と
つ
を
見
て
も
、
「
こ
れ
に
対
す
る
主
観
の
加
何
に
よ

〔羽〉

り
悲
哀
の
色
に
く
も
り
、
ま
た
歓
喜
の
光
に
輝
く
」
と
い
う
想
像

力
の
在
り
方
を
し
て
い
た
が
、
こ
の
感
性
は
、
八
十
に
深
い
共
感

を
与
え
て
い
た
。
「
ノ
ヴ
ァ

l
リ
ス
の
有
名
な
『
す
べ
て
詩
的
な

も
の
は
童
話
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
』
と
い
う
命
題
は
、
そ
の

ま
ま
八
十
の
信
条
で
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
日
本
近
代
の
詩

人
の
中
で
、
こ
の
命
題
ど
お
り
、
終
始
一
貫
、
夢
、
メ
ル
ヘ
ン
、

口
出
】

幻
想
を
追
求
し
て
き
た
詩
人
は
他
に
は
い
な
川
れ
」
。
八
十
は
、
童

謡
の
詩
作
に
お
い
て
も
流
行
歌
に
お
い
て
も
、
具
体
的
な
経
験
に

も
と
づ
い
て
実
際
に
感
動
し
た
こ
と
を
唄
に
詠
み
な
が
ら
も
、
調

に
す
る
際
に
は
、
そ
れ
を
「
象
徴
化
」
す
る
ζ

と
が
必
要
だ
と
論

じ
で
い
る
。
八
十
の
い
う
「
感
動
の
象
徴
化
」
と
は
、
ま
さ
に

「
主
観
の
加
何
に
よ
り
悲
哀
の
色
に
く
も
り
、
ま
た
歓
喜
の
光
に
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輝
く
」
と
い
う
作
用
を
述
べ
て
い
る
の
だ
と
考
え
て
も
間
違
い
で

は
な
い
で
あ
ろ
う
。
結
果
と
し
て
、
ハ
ヤ
カ
ワ
の
い
う
要
素
の
す

べ
て
に
、
八
十
は
自
然
の
う
ち
に
調
和
さ
せ
て
い
た
の
だ
と
考
え

て
よ
い
。

さ
ら
に
い
え
ば
、
前
述
の
よ
う
な
詩
の
才
能
を
開
花
さ
せ
る
の

に
、
当
時
の
詩
壇
の
状
況
が
あ
ま
り
八
十
に
と
っ
て
都
合
の
よ
い

も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
お
そ
ら
く
そ
の
最
大
の
も
の

は
、
北
原
白
秋
と
の
ラ
イ
バ
ル
関
係
に
あ
っ
た
、
と
い
う
見
解
を

(詑
V

上
村
が
示
し
て
い
る
。
豊
か
な
才
能
に
恵
ま
れ
て
い
た
二
人
で
あ

る
こ
と
は
一
言
う
ま
で
も
な
く
、
童
謡
や
歌
謡
の
分
野
で
も
と
も
に

仕
事
を
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
は
、
似
か
よ
っ
た
二
人
で
あ
っ

た
は
ず
だ
が
、
だ
か
ら
こ
そ
か
、
折
り
合
い
が
悪
か
っ
た
。
『
赤

い
鳥
』
の
鈴
木
三
重
吉
を
聞
に
お
い
て
対
立
し
、
や
が
て
八
十
が

『
赤
い
烏
』
を
離
れ
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
残
っ
て
い
る
。
詩

壇
の
あ
い
だ
の
さ
ま
ざ
ま
な
確
執
を
経
て
、
ま
た
、
昭
和
四
年
の

『
東
京
行
進
曲
』
の
成
功
を
経
て
、
本
格
的
に
八
十
は
歌
謡
曲
作

家
へ
道
を
進
む
。
こ
の
と
き
、
「
高
踏
的
詩
人
と
い
う
イ
メ
ー
ジ

が
強
か
っ
た
西
僚
が
大
衆
歌
謡
の
世
界
代
大
胆
に
進
出
し
て
い
っ

〔羽〉

た
こ
と
は
、
詩
壇
で
は
大
き
な
驚
き
で
あ
っ
た
」
。

し
か
し
な
が
ら
、
詩
壇
か
ら
の
あ
る
意
味
で
の
離
脱
は
、
結
果

的
に
八
十
に
と
っ
て
、
そ
の
才
を
よ
り
自
由
に
羽
ば
た
か
せ
る
こ

と
に
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
か
っ
た
。
「
八
十
は
元
来
、
純
粋
詩

に
お
い
て
も
長
い
詩
よ
り
も
短
い
詩
を
好
ん
で
作
り
、
絶
妙
な
旨

味
を
見
せ
て
い
た
が
、
そ
の
技
巧
の
冴
え
は
、
三
分
そ
こ
そ
こ
に

収
め
ね
ば
な
ら
な
い
レ
コ
ー
ド
歌
謡
に
お
い
て
生
か
さ
れ
た
。
・
:

詩
壇
で
は
明
治
末
の
自
由
詩
運
動
で
定
型
詩
は
亡
び
、
文
語
の
彫

琢
も
不
要
に
な
っ
た
、
そ
れ
で
苦
心
し
て
鍛
え
た
武
器
を
童
謡
や

(MV 

持
情
小
曲
や
歌
謡
の
な
か
で
駆
使
し
た
の
だ
」
。
そ
れ
に
加
え
て
、

レ
コ
ー
ド
を
つ
う
じ
た
大
衆
歌
謡
と
い
う
分
野
に
、
八
十
が
ま
っ

た
く
の
偏
見
な
ど
を
抱
い
て
い
な
か
っ
た
こ
と
も
大
き
い
。
八
十

の
先
達
で
あ
り
ラ
イ
バ
ル
で
も
あ
っ
た
北
原
白
秋
は
、
八
十
と
同

じ
く
、
大
衆
向
け
の
歌
謡
を
つ
く
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ

た
。
し
か
し
上
村
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
仕
事
を
「
か
な
り
低
級

な
観
客
を
目
安
に
お
い
た
」
な
ど
と
い
う
言
葉
に
も
残
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
、
白
秋
に
は
大
衆
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
に
訴
え
て
大

衆
用
に
書
く
こ
と
に
た
い
し
て
心
理
的
な
抵
抗
感
が
あ
っ
た
と
い

う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
西
保
八
十
の
場
合
は
、
会
く
反
対
で

あ
っ
た
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
現
在
進
行
形
の
民
衆
芸
術
と
し
て

の
流
行
歌
、
と
い
う
新
し
い
使
命
を
あ
き
ら
か
に
感
じ
取
っ
て
い

た
の
が
八
十
で
あ
っ
た
。
八
十
が
映
画
『
東
京
行
進
曲
』
の
主
題

歌
を
依
頼
さ
れ
た
と
き
、
「
ま
ず
現
在
の
東
京
の
い
わ
ゆ
る
モ
ダ

ン
風
景
の
戯
画
を
謡
で
書
い
て
や
ろ
う
、
|
|
そ
し
て
流
行
さ
せ
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る
に
は
、
ま
え
の
「
当
世
銀
座
節
」
よ
り
も
も
っ
と
レ
ヴ
ェ
ル
を

下
げ
た
も
の
に
し
な
け
れ
ば
、
と
い
う
の
が
ペ
ン
を
と
っ
て
机
へ

〈
国
)

む
か
つ
た
と
き
の
私
の
構
想
だ
っ
た
」
、
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、

「
レ
ヴ
ェ
ル
」
と
い
う
観
点
が
八
十
に
も
確
か
に
あ
っ
た
わ
け
で

あ
る
。
し
か
し
そ
の
と
と
は
抵
抗
感
に
結
び
つ
く
よ
り
も
、
ど
こ

ま
で
民
衆
の
反
応
を
得
ら
れ
る
の
か
と
い
う
実
験
に
挑
む
興
奮
に

結
び
つ
い
て
い
る
よ
う
だ
つ
た
。
東
京
の
モ
ダ
ン
風
景
の
戯
画
で

あ
る
だ
け
に
、
こ
の
よ
う
な
歌
の
流
行
が
風
俗
を
乱
す
と
い
っ
た

類
の
批
判
や
攻
撃
が
相
当
激
し
く
展
開
さ
れ
た
が
、
こ
の
よ
う
な

非
難
は
あ
る
程
度
予
想
さ
れ
た
こ
と
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
し
か

し
そ
れ
を
八
十
は
恐
れ
な
か
っ
た
し
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
八
十
は

「
こ
う
と
思
っ
た
こ
と
は
、
他
人
の
悪
口
な
ど
一
切
お
構
い
な
し

(舗
V

で
や
り
通
す
性
だ
っ
た
か
ら
、
気
に
も
と
め
な
か
っ
た
」
と
言
い
、

あ
ま
り
に
し
つ
こ
い
中
傷
に
た
い
し
て
は
反
論
を
用
意
し
た
り
し

て
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
対
抗
心
を
も
や
し
て
い
た
ほ
ど
だ
っ
た
。

「
生
ま
れ
て
は
じ
め
て
、
当
て
よ
う
と
し
て
思
い
つ
き
り
調
チ

を
下
ろ
し
て
書
い
た
も
の
」
と
い
う
だ
け
に
、
「
東
京
行
進
曲
」

は
そ
の
後
の
歌
謡
曲
史
の
出
発
点
と
し
て
-
記
憶
さ
れ
る
こ
と
に
な

ザ
令
。

五

う
た
の
社
会
的
意
義
に
つ
い
て

「
東
京
行
進
曲
」
の
あ
と
間
も
な
く
、
日
本
は
次
第
に
戦
時
色

の
強
心
時
代
へ
と
突
入
す
る
。
八
十
自
身
の
記
録
に
よ
れ
ば
、
戦

後
G
H
Qは
最
も
多
く
の
軍
歌
の
欽
調
を
書
い
た
の
が
西
保
八
十

【国》

と
佐
々
木
信
網
で
あ
っ
た
こ
と
を
調
べ
あ
げ
た
、
と
い
う
。
八
十

が
絞
首
刑
に
な
る
な
ど
の
噂
が
流
れ
た
そ
う
だ
が
、
結
局
は
事
な

き
を
得
た
。
早
稲
田
大
学
で
教
鞭
を
と
っ
て
い
た
八
十
は
、
多
く

の
学
徒
出
障
を
見
送
っ
た
が
、
そ
の
悲
痛
な
経
験
が
彼
ら
へ
の
詩

を
書
か
せ
て
い
た
。
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こ
の
教
え
子
た
ち
へ
の
気
持
ち
が
、
ぼ
く
に
猛
然
と
数
多
く
の

軍
歌
を
書
か
せ
た
。
書
か
ず
に
は
居
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
が
せ
め
て
か
れ
ら
と
一
体
と
な
り
、
祖
国
に
ふ
り
か
か
っ

(mv 

た
難
局
に
対
処
す
る
道
と
し
か
思
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

詩
集
『
戦
火
に
う
た
ふ
』
の
ま
え
が
き
に
お
い
て
、
八
十
は
次

の
よ
・
つ
に
い
・
っ
。

念
へ
ば
お
な
じ
人
間
で
あ
る
。
同
じ
日
本
国
民
で
あ
る
。
箪
服



を
着
て
ゐ
る
と
居
無
い
だ
け
の
相
違
で
あ
る
。
身
に
感
ず
る
暑

さ
寒
さ
も
お
な
じ
こ
と
で
あ
る
。
飢
寒
を
嫌
ひ
、
飽
暖
を
愛
す

る
こ
と
も
お
な
じ
で
あ
る
。
誰
も
生
命
を
危
険
に
曝
し
た
く
は

無
い
。
誰
も
好
ん
で
懐
か
し
の
家
郷
を
離
れ
、
知
ら
ぬ
異
邦
で
、

血
を
流
し
て
戦
ひ
た
く
は
無
い
。
:
・
彼
と
此
れ
と
を
思
ひ
較
べ

る
と
き
、
誰
か
相
済
ま
な
い
と
肢
か
ず
に
は
居
ら
れ
る
だ
ら
う

か
。
誰
か
こ
の
選
ば
れ
た
る
尊
き
護
国
の
人
柱
の
前
に
衷
心
か

ら
感
謝
感
恩
の
頭
を
垂
れ
ず
に
居
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。

こ
の
述
懐
を
み
る
と
、
八
十
は
け
っ
し
て
戦
争
遂
行
派
で
は
な

い
。
し
か
し
、
民
衆
の
咳
き
を
、
素
朴
で
深
い
正
直
な
嘆
き
を
、

歌
に
詠
む
と
い
う
八
十
自
身
の
使
命
感
が
、
結
果
的
に
多
く
の
軍

歌
を
書
か
せ
た
の
で
あ
る
。
昭
和
一
六
年
の
『
さ
う
だ
、
そ
の
意

気
』
と
い
う
読
売
新
聞
社
依
頼
の
軍
歌
は
、
タ
イ
ト
ル
か
ら
し
て

勇
ま
し
い
も
の
を
期
待
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
そ

の
詩
の
中
で
「
本
当
の
庶
民
の
『
民
意
』
な
の
だ
」
と
考
え
た
内

容
が
う
た
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
「
『
感
謝
』
『
済
ま
な
い
』
『
こ

ん
な
苦
労
じ
ゃ
ま
だ
足
り
ぬ
』
と
い
う
気
持
ち
か
ら
庶
民
は
や
む

を
え
ず
戦
争
に
協
力
し
て
い
る
と
い
う
の
が
八
十
の
理
解
」
で
あ

り
、
た
い
へ
ん
持
情
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
た
。
作
曲
を
担
当
し

た
古
賀
政
男
は
、
復
員
兵
士
た
ち
か
ら
「
こ
の
歌
を
口
ず
さ
む
と

ジ
l
ン
と
胸
が
痛
く
な
っ
て
き
ま
し
て
ね
、
み
ん
な
愛
唱
し
ま
し

た
よ
」
と
い
う
一
言
葉
を
い
わ
れ
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
記
録
し

て
い
る
。
こ
れ
を
指
し
て
、
筒
井
は
こ
れ
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う

に
い
w

つ。
こ
の
場
合
、
「
ヅ
!
ン
と
胸
が
痛
く
な
る
」
歌
と
は
、
苦
痛
や

悲
し
み
を
共
有
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
歌
、
さ
ら
に
言
え

ば
、
い
っ
そ
う
の
苦
痛
や
悲
し
み
へ
の
共
感
か
ら
「
泰
恩
の
念
」

を
惹
起
さ
せ
る
歌
だ
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
当
時
の

日
本
人
に
と
っ
て
は
一
種
の
宗
教
家
的
感
情
に
近
い
も
の
で
あ

る
。
八
十
は
こ
う
し
た
形
で
、
人
々
の
「
心
の
鎮
め
し
を
企
図

し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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今
も
多
く
の
人
に
よ
っ
て
歌
い
継
が
れ
る
「
誰
か
故
郷
を
想
わ

ざ
る
』
も
ま
た
、
八
十
が
昭
和
-
五
年
に
発
表
し
た
歌
で
あ
っ
た

が
、
と
の
歌
は
満
州
・
シ
ベ
リ
ア
・
中
固
と
い
っ
た
外
地
で
盛
ん

に
う
た
わ
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
逆
境
の
な
か
に
あ
っ
た
兵
士
の
支
え

と
な
っ
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
ど
ん
な
状
況
の
中
で
も
、

人
は
歌
を
歌
う
も
の
だ
と
い
う
八
十
の
信
念
。
そ
の
う
た
の
ち
か

ら
が
心
を
動
か
し
、
そ
の
心
が
人
を
支
え
る
。
苦
境
を
耐
え
る
民

衆
を
支
え
る
歌
は
、
苦
境
そ
の
も
の
を
支
持
し
て
い
る
わ
け
で
は



な
い
。
戦
後
、
戦
争
協
力
者
と
し
て
リ
ス
ト
に
挙
が
る
西
傑
八
十

で
は
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
検
討
を
し
て
み
る
と
、
軍
歌
を
つ
く
っ

た
か
ら
戦
争
協
力
だ
、
と
す
る
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
的
な
単
純
な
理

解
は
、
慎
重
で
あ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

大
衆
は
い
つ
の
世
で
も
唱
ふ
謡
を
要
求
し
て
い
る
。
ど
う
せ
優

れ
た
詩
人
が
書
か
な
け
れ
ば
、
劣
等
な
詩
人
が
書
く
の
で
あ
る
。

す
こ
し
で
も
よ
い
謡
を
与
へ
る
と
い
ふ
自
信
を
も
っ
て
書
く
べ

き
で
あ
る
。
ひ
と
り
よ
が
り
の
詩
よ
り
は
、
多
く
の
人
に
喜
び

を
、
慰
め
を
、
励
ま
し
を
与
へ
る
歌
謡
の
ほ
う
が
ど
ん
な
に
社

会
的
に
意
義
が
あ
る
か
知
れ
な
い
。

要
は
、
歌
謡
作
家
の
不
断
の
向
上
心
に
在
る
。
大
衆
に
伍
し
、

大
衆
を
慰
楽
つ
つ
、
そ
の
聞
に
す
こ
し
づ
つ
で
も
、
大
衆
の
審

景
観
を
、
道
議
感
を
、
人
生
観
を
引
き
上
げ
て
ゆ
く
。
そ
の
指

導
的
な
自
信
と
努
力
が
切
に
望
ま
し
い
の
で
あ
的
。

八
十
の
こ
の
よ
う
な
思
い
は
、
戦
前
・
戦
中
・
戦
後
を
通
し
て
、

変
わ
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
論
考
の
冒
頭
で
の
べ
た
「
限

界
芸
術
と
し
て
の
う
た
」
の
ち
か
ら
は
、
民
謡
か
ら
唖
蝉
坊
や
八

十
を
経
て
、
そ
の
時
代
に
応
じ
た
か
た
ち
で
受
け
継
が
れ
て
い
る

と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
「
ぼ
く
は
流
行
歌
、
軍
歌
の
ご
と
き
歌

謡
は
、
も
と
か
ら
芸
術
品
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。
だ
が
、
芸

術
品
で
な
く
と
も
、
こ
れ
に
は
政
治
、
産
業
な
ど
と
同
じ
く
、
百

万
人
、
千
万
人
の
人
聞
を
動
か
す
力
が
あ
る
の
だ
。
そ
う
い
う
点

で
、
男
子
が
一
生
を
賭
け
る
仕
事
と
し
て
価
値
が
あ
る
と
信
じ
る

のが〉」。
そ
し
て
戦
後
、
八
十
は
ま
す
ま
す
大
衆
歌
謡
と
新
民
謡
の
作
詞

を
精
力
的
に
続
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
大
衆
が
理
解
で
き
共
感
で

き
る
文
化
の
水
準
。
そ
れ
は
高
尚
な
文
化
人
か
ら
見
る
と
、
か
な

り
低
い
も
の
で
は
あ
ろ
う
が
、
そ
の
水
準
こ
そ
最
も
社
会
を
映
し
、

人
の
心
の
深
い
部
分
に
訴
え
る
大
き
な
力
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ

と
を
、
八
十
は
意
識
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
戦
後
、
新
し
い
民

謡
製
作
に
い
そ
し
む
中
で
、
八
十
は
次
の
よ
う
な
言
葉
も
残
し
て

い
る
。
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当
時
の
(
戦
前
の
)
新
民
謡
製
作
の
計
劃
は
、
主
と
し
て
観
光

客
誘
致
の
た
め
の
、
宣
伝
が
日
的
で
、
企
劃
も
そ
れ
に
閲
係
あ

る
旅
館
組
合
と
か
三
業
組
合
と
か
で
な
さ
れ
た
も
の
が
多
か
っ

た
。
併
し
、
今
後
の
新
民
謡
製
作
の
意
義
は
別
に
あ
る
。
す
な

は
ち
、
今
度
の
敗
戦
、
そ
れ
に
続
く
平
和
的
文
化
日
本
の
再
建

に
当
り
、
わ
た
し
た
ち
は
も
う
い
ま
こ
そ
殺
伐
な
軍
歌
や
行
進

歌
は
唱
ふ
べ
き
で
は
な
い
。
や
は
ら
か
な
、
和
気
葡
々
た
る
中



一
に
、
国
民
精
神
を
昂
揚
す
る
民
謡
を
唱
和
し
て
、
相
互
扶
助
、

共
同
一
致
の
美
風
を
要
請
す
べ
き
時
代
に
な
っ
た
の
と
、

(
岨
)

し
は
思
ふ
。

わ
fこ

こ
こ
で
表
明
さ
れ
て
い
る
思
い
は
、
添
田
唖
蝉
坊
か
ら
脈
々
と

流
れ
る
大
衆
歌
謡
の
精
神
そ
の
も
の
で
あ
る
。

戦
後
の
高
度
経
済
成
長
に
と
も
な
う
戦
後
の
音
楽
の
産
業
化
と

資
本
主
義
化
に
よ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
社
会
的
使
命
は
分
か
り
に

く
い
時
代
へ
と
ど
ん
ど
ん
変
化
し
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も

し
れ
な
い
。
し
か
し
、
音
楽
の
産
業
化
が
進
み
、
音
楽
が
経
済
に

吸
収
さ
れ
て
い
く
な
か
で
、
そ
れ
へ
の
プ
ロ
テ
ス
ト
と
し
て
生
ま

れ
た
一
九
六

0
年
代
以
降
の
フ
ォ
ー
ク
ソ
ン
グ
・
ブ

1
ム
は
、
ま

さ
に
唖
蝉
坊
や
八
十
の
精
神
を
取
り
戻
そ
う
と
し
た
動
き
で
あ
っ

た
。
限
界
芸
術
と
し
て
生
活
の
な
か
に
溶
け
込
む
歌
謡
は
、
時
代

を
経
て
も
な
お
、
一
定
の
社
会
的
意
義
を
つ
ね
に
担
保
し
続
け
る

の
で
あ
る
。

注

(
1
)

鶴
見
俊
輔
「
流
行
歌
の
康
史
」
吋
鶴
見
俊
輔
著
作
集

九
七
五
年
、
筑
・
作
詩
一
房
、
二
五
三
一
一
氏
。

(
2
)

柳
田
園
男
『
民
一
訟
の
今
と
昔
』
民
俗
芸
術
叢
書
第
二
巻
、
昭
和

四
ιヨ

四
年
、
地
平
社
書
一
房
、
一
四
|
一
六
頁
。

(
3
)

小
川
近
五
郎
「
流
行
歌
と
世
相
」
昭
和
十
六
年
、
日
本
警
察
新

聞
社
。
『
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
・
モ
ダ
ン
都
市
文
化
第
七
五
巻
歌

謡
曲
』
に
再
録
。
二

O
一
一
年
、
ゆ
ま
に
書
房
、
四
四
七
頁
。

(
4
)

小
川
、
同
右
論
文
、
同
右
書
、
四
五

O
頁。

(
5
)

「
演
説
会
だ
け
で
民
権
運
動
を
つ
づ
け
る
よ
り
は
、
演
芸
や
歌

に
よ
っ
て
そ
の
思
想
を
普
及
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
起
こ
っ
た
。
・
:

歌
で
民
権
思
想
を
広
め
よ
う
と
す
る
者
が
演
説
替
わ
り
に
う
た
う

歌
は
、
演
歌
と
い
わ
れ
た
。
壮
士
節
と
も
書
生
節
と
も
い
わ
れ
た

が
、
う
た
い
手
は
演
歌
師
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
」
。
加
太

こ
う
じ
『
歌
の
昭
和
史
』
一
九
八
五
年
、
時
事
通
信
社
、
二
頁
。

(
6
)

荒
瀬
豊
「
唖
蝉
坊
と
そ
の
思
想
」
添
田
唖
蝉
坊
『
唖
蝉
坊
流
生

記
』
所
収
、
一
九
八
二
年
、
万
水
書
房
、
三
三
四
三
三
五
頁
。

(
7
)

添
田
岡
蝉
坊
『
唖
蝉
坊
流
生
記
』
昭
和
五
七
年
、
刀
水
書
一
…
殿
、

二
O
四
|
ニ

O
五
貰
。

(
8
)

唖
蝉
坊
作
詞
作
曲
の
も
の
。
第
三
番
は
、
以
下
の
よ
う
な
詞
で

みの
'hv

。ま
た
し
て
も
米
は
あ
が
る
し
子
供
は
で
き
る

不
景
気
つ
づ
き
家
賃
に
や
追
わ
れ
る

暇
は
出
る
家
に
や
妻
子
が
泣
っ
顔

し
ゃ
ば
に
い
る
の
が
お
そ
ろ
し
い
お
そ
ろ
し
い

チ
ョ
イ
ト
ネ

(
9
)

唖
蝉
坊
・
後
藤
紫
雲
作
調
作
曲
の
も
の
。
一
番
は
以
下
の
よ
う

な
詞
で
あ
る

0

4

箱
根
山
台
ゃ
背
で
越
す
駕
寵
で
越
す

今
じ
ゃ
ね
て
い
て
汽
車
で
越
す
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ト
ン
ネ
ル
く
ぐ
れ
ば
マ
ッ
ク
ロ
ケ
ノ
ケ

オ
ヤ
オ
ヤ
マ
ッ
ク
ロ
ケ
ノ
ケ

(
叩
)
小
川
、
前
掲
書
、
四
四
五
頁
。

(
日
)
南
博
「
大
衆
芸
術
の
マ
ス
化
」
『
南
博
セ
レ
ク
シ
ョ
ン
三
容
』

二
O
O二
年
、
効
草
書
房
、
一
四
七
賞
。

(
ロ
)
南
、
同
右
論
文
、
同
右
書
一
五
五
頁
。

(
日
)
南
、
同
右
論
文
、
同
右
書
一
四
五
頁
。

(
は
)
南
、
同
右
論
文
、
同
右
書
、
一
五
一
頁
。

(
日
)
小
川
、
前
掲
論
文
、
前
掲
書
、
一
一
五
一
一
良
。

(
凶
)
南
、
前
掲
論
文
、
前
掲
書
、
一
六
一
一
一
頁
。

(
げ
)
南
、
前
掲
論
文
、
前
掲
書
、
一
六
五
頁
。

(
団
)
ハ
ヤ
カ
ワ
、

s
・
I
「
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
・
ソ
ン
グ
対
実
人
生
」
、

鶴
見
俊
輔
編
『
大
衆
の
時
代
』
所
収
、
昭
和
四
四
年
、
平
凡
社
、

一
三
九
頁
。

(ω
〉
ハ
ヤ
カ
ワ
、
同
右
論
文
、
よ
掲
書
、
一
四

O
頁。

(
初
)
西
傑
八
十
「
現
代
童
謡
講
話
」
つ
凹
傑
八
十
全
集
一
四
巻
』
一

九
九
三
年
、
国
書
刊
行
会
、
一
六
頁
。

(
幻
)
西
傑
、
同
右
論
文
、
同
右
書
、
二
六
頁
。

(
泣
)
西
傑
、
同
右
論
文
、
同
右
書
、
一
三
五
頁
。

(
お
)
西
脇
陣
八
十
「
民
謡
の
旅
」
司
西
伐
八
十
全
集
一
四
巻
』
一
九
九

=
一
年
、
国
書
刊
行
会
、
ニ
ヤ
広
三
三
三
五
頁
。

(
担
)
西
傑
八
十
日
明
の
自
叙
伝
〕
『
西
傑
八
十
全
集
一
七
巻
』
二

O

O
七
年
、
国
書
刊
行
会
、
二
五
|
二
六
頁
。

(
お
)
ハ
ヤ
カ
ワ
、
前
掲
論
文
、
前
掲
者
、
一
四
九
頁
。

(
お
)
西
傑
八
十
「
大
衆
歌
謡
の
つ
く
り
方
」
町
西
傑
八
十
全
集
一
四

巻
』
一
九
九
三
年
、
悶
書
刊
行
会
、
一
四
五
頁
。

(
幻
)
西
係
、
同
右
論
文
、
同
右
書
、
一
五

O
頁。

(
お
)
上
村
直
己
『
西
傑
八
十
と
そ
の
周
辺
』
二

O
O三
年
、
近
代
文

芸
社
、
五
八
頁
。

(
的
)
よ
村
、
岡
右
替
、
七
七
再

(ω)
上
村
、
同
右
省
、
七
八
頁
1

(
引
)
西
傑
八
十
「
現
代
童
謡
講
話
」
、
前
掲
書
、
一
一

O
頁。

(
犯
)
上
村
、
前
掲
書
、
八
九
l
九
九
頁
に
詳
し
い
。

(
泊
)
上
村
、
前
掲
書
、
一

O
二
頁
。

(
出
)
上
村
、
前
掲
省
、
一
一

O
頁。

(
お
)
西
係
、
「
唄
の
自
叙
伝
」
、
前
掲
書
、
四
五
頁
。

(
鉛
)
西
僚
、
同
右
論
文
、
同
右
書
、
五

O
頁。

(
幻
)
上
村
、
前
掲
書
、
一

O
二
頁
。

(
お
)
西
傍
「
私
の
履
歴
書
」
『
西
傑
八
十
全
集
一
七
巻
』
、
三
七
二
頁
。

(
叩
)
西
傑
、
同
右
論
文
、
同
右
書
、
三
七
一
一
頁
。

(
羽
)
西
傑
「
戦
火
に
う
た
ふ
」
、
『
西
脇
陣
八
十
全
集
四
務
』
、
一
八
九

頁
0

・

(
位
)
筒
井
清
忠
『
西
傑
八
十
』
二

O
O八
年
、
中
公
文
庫
、
三
二
三
|

三
二
四
頁
。

(
必
)
筒
井
、
同
右
書
、
二
一
二
五
頁
。

(
ね
)
筒
井
、
同
右
書
、
三
二
七
|
三
二
八
頁
。

(
川
叫
)
昭
和
一
九
年
の
松
竹
映
画
『
撃
滅
の
歌
L

の
挿
入
歌
と
し
て
書

か
れ
た
「
乙
女
の
旅
歌
」
に
つ
い
て
、
八
十
は
次
の
よ
う
な
述
懐

を
し
て
い
る
。
「
空
襲
が
本
格
的
に
な
っ
て
く
る
と
、
急
に
検
聞

が
軟
化
し
て
、
あ
ま
り
枝
葉
末
節
に
グ
ズ
グ
ズ
言
わ
な
く
な
っ
た
。

そ
こ
で
、
戦
争
の
無
か
っ
た
日
が
恋
し
い
心
を
秘
め
て
、
こ
の
詩

一
訟
を
書
い
た
。
そ
の
代
わ
り
、
第
四
速
は
キ
リ
ッ
と
結
ん
で
厭
戦
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色
を
カ
今
ラ
ー
ジ
ュ
し
て
置
い
た
よ
」
。
西
候
八
十
『
西
保
八

十
著
作
集
九
巻
』
、
四
五
五
頁
。

(
何
)
西
傑
「
大
衆
歌
謡
の
つ
く
り
方
L

、
前
掲
書
、
ニ
=
一
六
頁
。

(
必
)
西
傑
、
同
右
論
文
、
同
右
害
、
一
一
一
二
八
頁
。
南
博
は
、
こ
の
よ

う
な
西
傑
八
十
の
一
吉
田
議
に
つ
い
て
、
か
な
り
の
大
言
壮
語
だ
と
い

う
批
判
を
す
る
。
一
方
で
、
き
わ
め
て
大
衆
的
な
、
ナ
ン
セ
ン
ス

な
歌
詞
や
全
体
的
な
意
味
に
は
無
関
心
、
と
い
っ
た
大
衆
歌
謡
の

つ
く
り
方
を
説
い
て
お
い
て
、
他
方
で
は
大
衆
の
人
生
観
を
引
き

上
げ
て
い
く
、
と
い
う
の
は
、
か
な
り
矛
盾
が
あ
る
と
い
う
指
摘

で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
矛
盾
ち
し
き
も
の
は
、
八
十
は
当
然
理

解
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。
た
だ
し
八
十
は
、
大
衆
の
人
生
観
と

は
意
味
の
と
お
っ
た
理
屈
と
し
て
は
存
在
し
な
い
で
あ
ろ
う
と
考

え
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
南
博
「
流
行
歌
の
問
題
」

『
文
学
』
岩
波
書
応
、
一
九
五
三
年
十
一
月
号
(
『
南
博
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
三
巻
』
二

O
O二
年
、
動
車
内
一
殿
、
に
再
録
。
三

O
三
l
三
O

四
頁
)
。

(
灯
)
西
脇
陣
「
私
の
履
歴
書
」
、
前
掲
書
、
三
七
三
頁
。
こ
の
言
葉
の

中
の
「
芸
術
品
」
は
一
般
的
な
意
味
で
っ
か
わ
れ
て
お
り
、
八
十
の

う
た
が
「
限
界
芸
術
」
で
あ
る
と
い
う
本
論
考
の
立
場
を
否
定
す

る
も
の
で
は
な
い
。

(
必
)
西
傑
「
大
衆
歌
謡
の
つ
く
り
方
」
、
前
掲
書
、
二
四
四
頁
。
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