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「
ウ
タ
・
歌
・
う
た
」
　
の
位
相

は
じ
め
に

歌
と
地
の
文
の
二
つ
に
よ
っ
て
表
さ
れ
る
歌
物
語
を
間
に
挟
ん
で
、
歌
が

自
覚
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
来
し
方
に
注
目
し
て
み
る
と
、
な
か
な
か
面
白
い
現

象
を
観
察
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
歌
と
言
わ
れ
る
と
そ
れ
だ
け
で
何
ら
か
の

思
い
を
抱
き
、
将
に
そ
れ
と
自
覚
す
る
こ
と
な
く
そ
れ
ら
し
き
先
入
観
で
対

処
し
ょ
う
と
す
る
の
が
常
の
よ
う
だ
が
、
研
究
と
し
て
歌
を
考
察
す
る
と
き

に
は
、
我
々
の
対
象
と
す
る
歌
の
作
ら
れ
た
時
代
の
、
人
々
の
歌
に
つ
い
て

の
「
先
入
観
」
を
押
さ
え
な
い
と
、
和
歌
千
二
百
年
の
在
り
よ
う
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
あ
ら
ゆ
る
歌
が
そ
う

な
の
だ
が
、
時
代
の
考
え
を
背
負
っ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
か
ら
だ
。
以
下
古

典
の
幾
つ
か
を
引
き
合
い
に
出
し
な
が
ら
、
歌
の
履
歴
を
辿
っ
て
み
た
い
。

一
ウ
タ
、
そ
の
捉
え
方
に
つ
い
て

例
え
ば
今
、
和
歌
史
を
飾
る
典
型
的
な
主
張
を
二
つ
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。

中
古
に
於
け
る
『
古
今
和
歌
集
』
序
文
と
そ
れ
以
後
の
在
り
よ
う
、
近
代

（1）

に
於
け
る
「
再
び
歌
詠
み
に
与
ふ
る
書
」
と
そ
れ
以
後
の
在
り
よ
う
と
に
つ

い
て
で
あ
る
。
前
者
が
そ
れ
以
前
の
歌
の
在
り
よ
う
に
対
し
て
、
『
毛
詩
』

横

　

倉

　

長

　

恒

序
文
な
ど
の
影
響
の
下
に
歌
に
対
す
る
考
え
方
を
纏
め
た
も
の
と
す
れ
ば
、

後
者
は
、
前
者
の
そ
れ
以
後
に
及
ぼ
し
た
過
程
を
批
判
し
、
近
代
の
新
し
い

歌
の
在
り
よ
う
を
提
示
し
た
も
の
と
し
て
、
お
よ
そ
百
年
に
渡
っ
て
近
現
代

の
短
歌
を
方
向
付
け
て
来
た
考
え
方
と
見
て
差
し
支
え
な
か
ろ
う
。

「
古
今
集
』
序
文
が
、
そ
の
後
の
歌
作
り
の
世
界
に
規
範
性
を
伴
っ
て
君

臨
し
続
け
る
こ
と
を
、
ど
の
程
度
意
識
し
て
い
た
の
か
推
し
量
る
術
も
無
い

が
、
勅
挟
集
と
い
う
お
墨
付
き
は
、
当
然
の
こ
と
大
き
な
意
味
を
担
っ
た
は

ず
で
あ
る
。
し
か
も
『
古
今
集
』
序
文
で
は
歌
の
発
生
・
機
能
に
つ
い
て
言

及
し
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
歌
の
形
に
つ
い
て
も
独
特
の
言
及
を
し
て
い

る
。
前
者
が
先
進
国
の
詩
論
の
影
響
下
に
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の

に
対
し
て
、
後
者
は
、
私
の
見
る
限
り
ど
う
や
ら
紀
貫
之
の
独
創
ら
し
い
。

歌
を
神
を
介
し
て
考
え
、
そ
の
形
、
「
五
七
五
七
七
」
即
ち
三
十
一
文
字
を
、

「
人
の
世
と
成
り
て
、
素
豊
嶋
尊
よ
り
ぞ
三
十
文
字
あ
ま
り
一
文
字
は
よ
み

け
る
」
と
い
う
指
摘
と
、
「
か
く
て
ぞ
、
花
を
め
で
、
鳥
を
う
ら
や
み
、
霞

を
あ
ほ
れ
び
、
露
を
か
な
し
ぶ
心
、
言
葉
多
く
、
さ
ま
ざ
ま
に
な
り
に

（2）け
る
」
と
い
う
指
摘
は
、
人
の
世
の
表
現
が
、
形
を
持
つ
こ
と
で
初
め
て
可
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能
に
な
る
と
い
う
認
識
に
お
い
て
、
こ
れ
以
後
の
形
に
対
す
る
考
察
を
停
止

さ
せ
て
し
ま
う
枚
ど
の
力
を
持
っ
た
よ
う
だ
。
こ
れ
は
極
最
近
に
至
っ
て

（3）
言
及
さ
れ
る
ま
で
ほ
ぼ
忘
れ
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
三
十
一
文
字
の

成
立
に
関
す
る
多
く
の
考
察
が
五
音
句
七
音
句
の
成
立
と
「
五
七
五
七
七
」

の
成
立
に
在
っ
た
た
め
に
そ
れ
以
外
の
探
求
を
困
難
に
さ
せ
て
い
た
と
見
ら

れ
る
。
し
か
も
近
代
の
和
歌
研
究
が
個
性
に
立
脚
し
た
も
の
で
あ
っ
て
そ
れ

以
外
の
探
求
法
は
結
局
研
究
の
埼
外
に
置
か
れ
る
こ
と
と
な
り
、
折
口
信
夫

の
考
え
な
ど
は
、
西
郷
信
網
や
善
本
隆
明
が
着
目
す
る
ま
で
、
そ
の
有
効
性

は
ほ
と
ん
ど
認
識
さ
れ
る
に
至
ら
な
か
っ
た
。
特
に
善
本
隆
明
に
よ
る
折
口

信
夫
の
批
判
的
探
求
に
至
り
、
そ
の
有
効
性
が
次
第
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
行

っ
た
。
そ
の
評
価
に
よ
れ
ば
、
折
口
信
夫
の
残
し
た
価
値
と
は
、
文
献
時
代

を
遡
っ
て
、
文
学
の
発
生
の
時
点
ま
で
一
挙
に
想
像
力
を
飛
翔
さ
せ
た
と
こ

（4）

ろ
に
、
そ
れ
ま
で
の
研
究
者
の
持
ち
得
な
か
っ
た
視
点
が
在
っ
た
こ
と
で
あ

る
。
し
か
し
そ
の
折
口
信
夫
も
、
膏
本
に
よ
れ
ば
、
学
問
的
に
自
覚
さ
れ
た

方
法
は
必
ず
し
も
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
私
な
り
に

今
日
的
に
考
え
れ
ば
、
言
葉
の
在
り
よ
う
に
関
し
て
、
例
え
ば
日
常
生
活
に

お
け
る
一
般
的
な
言
語
活
動
に
対
し
て
、
文
学
と
い
う
表
現
活
動
の
う
ち
、

一
般
的
言
語
活
動
と
l
線
を
画
す
非
日
常
的
な
言
語
活
動
と
を
区
別
し
て
捉

え
て
み
る
と
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
発
生
す
る
の
か
に
つ
い
て
の
考
察
を
抜

き
に
し
て
、
文
学
論
も
な
い
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
そ
れ
を
ど
う
進
め

る
か
。
折
口
は
沖
縄
の
祭
り
の
詞
章
に
拘
る
こ
と
で
、
「
五
七
五
七
七
」
と

い
う
特
殊
な
い
わ
ゆ
る
「
短
歌
形
式
」
　
の
世
界
を
越
え
た
、
音
声
言
語
世
界

の
リ
ズ
ム
l
般
の
発
生
を
想
像
す
る
視
点
を
も
た
ら
し
た
。

明
治
以
来
の
リ
ズ
ム
の
発
生
に
関
す
る
研
究
の
殆
ど
す
べ
て
と
言
っ
て
も

良
い
ほ
ど
の
研
究
が
、
文
学
の
価
値
は
個
性
に
あ
る
と
い
う
一
つ
の
信
仰
に

も
似
た
考
え
方
の
中
で
行
わ
れ
、
特
に
西
洋
文
学
の
影
響
下
に
在
っ
た
研
究

家
は
、
研
究
上
の
鉄
則
と
し
て
の
実
証
性
に
も
か
ら
め
取
ら
れ
て
い
た
た
め

に
、
優
れ
た
研
究
家
が
多
く
い
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
百
年
の
長
き
に
渡
っ
て
、

自
ら
の
研
究
結
果
を
相
対
化
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
限
ら
れ
た
数
人
に
よ

っ
て
相
対
化
を
得
る
兆
し
を
得
て
い
た
の
に
も
拘
わ
ら
ず
、
西
洋
流
の
実
証

主
義
的
学
問
が
主
流
を
占
め
て
い
た
時
期
で
あ
っ
た
た
め
に
、
し
ば
ら
く
は

傍
系
の
学
問
と
し
て
そ
の
存
在
意
義
を
認
め
ら
れ
る
ま
で
に
は
至
ら
な
か
っ

た
。
い
わ
ゆ
る
民
俗
学
的
手
法
の
研
究
成
果
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
民
俗

学
的
方
法
に
よ
る
研
究
は
、
時
間
性
を
平
板
化
さ
せ
て
し
ま
っ
た
。
す
な
わ

ち
「
古
代
」
が
民
俗
の
中
で
現
代
に
及
ぶ
と
す
れ
ば
、
我
々
は
古
代
と
現
代

を
区
別
す
る
根
拠
を
失
う
だ
ろ
う
。
短
歌
の
歴
史
を
語
る
場
合
、
既
に
本
居

（5）
宣
長
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
三
十
一
文
字
は
普
遍
の
こ
と
と
し
て
我
々

の
前
に
在
り
続
け
る
の
は
確
か
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
は
ま
さ
に

古
代
が
現
代
に
及
ぶ
と
考
え
得
る
。
し
か
し
な
が
ら
宣
長
の
作
歌
理
論
で
は

『
古
今
集
」
を
規
範
に
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
子
規
は
そ
れ
を
否
定
し
て

明
治
の
新
し
い
作
歌
法
を
提
示
し
た
。
宣
長
は
し
か
も
時
代
を
貫
い
て
存
在

し
続
け
る
で
あ
ろ
う
三
十
l
文
字
と
そ
れ
を
用
い
て
歌
う
こ
と
に
時
間
性
を

認
め
、
時
代
ご
と
の
心
の
変
化
に
言
及
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
来

る
と
、
民
俗
学
的
手
法
で
も
大
き
な
問
題
を
残
す
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
う
。

そ
れ
で
は
、
時
代
を
超
え
て
普
遍
す
る
も
の
と
、
時
代
を
背
負
っ
て
特
別
な

も
の
と
を
ど
の
よ
う
に
扱
え
ば
史
的
識
別
が
可
能
に
な
る
の
か
。

吉
本
隆
明
は
『
共
同
幻
想
論
』
　
の
中
で
人
間
の
考
え
の
諸
相
に
言
及
し
、

そ
れ
ら
を
三
つ
の
類
型
に
分
短
し
た
。
「
個
幻
想
」
「
対
幻
想
」
「
共
同
幻
想
」

と
言
う
概
念
が
そ
れ
で
あ
る
。
「
個
幻
想
」
と
は
人
間
の
営
み
と
し
て
の
意

識
を
説
明
す
る
の
に
、
そ
の
位
相
を
個
人
の
レ
ベ
ル
ま
で
解
体
し
て
そ
れ
以

上
解
体
で
き
な
い
レ
ベ
ル
の
意
識
の
在
り
よ
う
と
解
し
う
る
。
「
対
幻
想
」

と
は
、
解
体
の
レ
ベ
ル
を
「
男
女
」
の
「
対
」
の
位
相
に
返
す
も
の
。
「
共

同
幻
想
」
と
は
、
個
人
の
位
相
に
も
男
女
の
対
の
位
相
に
も
還
元
で
き
な
い

人
々
の
意
識
の
位
相
を
、
解
体
の
最
終
レ
ベ
ル
と
し
て
提
示
す
る
も
の
と
理
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（6）

解
で
き
る
。
こ
の
分
頬
は
、
例
え
ば
マ
ッ
ク
ス
ウ
エ
ー
バ
ー
の
分
類
に
似
て
、

人
間
の
意
識
の
在
り
よ
う
を
区
分
け
す
る
の
に
極
め
て
有
効
な
可
能
性
を
提

示
し
て
い
る
と
私
は
思
う
。

意
識
の
位
相
の
区
分
け
を
試
み
た
こ
の
業
績
は
、
そ
の
後
直
ち
に
広
い
支

持
を
得
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
求
め
る
も
の
の
必
然
と
し
て

か
、
多
く
は
古
代
文
学
を
研
究
す
る
若
手
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
。
吉
本
の
指

摘
し
た
こ
と
の
古
代
文
学
研
究
に
及
ぼ
し
た
影
響
は
、
意
識
の
時
代
的
把
捉

に
手
が
か
り
を
与
え
る
こ
と
と
し
て
現
れ
た
。

例
え
ば
、
近
代
文
学
を
自
我
の
問
題
と
し
て
扱
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
善
本

の
分
類
に
よ
れ
ば
「
個
幻
想
」
　
の
領
域
で
扱
う
こ
と
が
出
来
、
近
代
が
「
個

幻
想
」
の
領
域
な
ら
ば
、
舌
代
文
学
は
ど
の
領
域
に
入
る
の
か
と
問
う
こ
と

が
可
能
と
な
る
。
勿
論
「
共
同
幻
想
」
か
「
対
幻
想
」
か
の
何
れ
か
に
着
目

す
る
こ
と
の
有
効
性
を
示
唆
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
対
幻
想
も
共
同

幻
想
の
一
つ
で
あ
る
わ
け
だ
か
ら
、
我
々
は
共
同
幻
想
と
い
う
位
相
を
ど
う

扱
う
か
を
考
え
な
く
て
ほ
な
ら
な
く
な
る
。
そ
の
点
に
お
い
て
も
っ
と
も
斬

新
な
考
察
を
し
た
の
は
、
私
の
知
る
限
り
古
橋
信
孝
で
あ
る
。

古
橋
が
選
ん
だ
共
同
幻
想
は
「
神
」
と
い
う
概
念
で
あ
っ
た
。
神
は
共
同

幻
想
を
説
明
す
る
の
に
は
打
っ
て
付
け
の
概
念
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
仮
に

一
人
の
人
が
誰
の
支
持
も
な
く
神
を
唱
え
て
喚
い
て
い
た
と
す
れ
ば
、
お
そ

ら
く
そ
の
人
は
他
の
圧
倒
的
多
く
の
人
々
と
の
遣
い
に
よ
っ
て
、
そ
の
人
々

の
中
か
ら
排
除
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
個
の
考
え
と
人
々
の

共
有
す
る
考
え
と
の
間
に
あ
る
関
係
が
明
ら
か
と
な
り
、
仮
転
個
の
考
え
が

正
し
か
っ
た
に
し
て
も
、
人
々
の
考
え
を
共
有
す
る
と
い
う
こ
と
に
よ
る
呪

縛
に
も
似
た
力
に
よ
っ
て
、
あ
っ
け
な
く
打
ち
の
め
さ
れ
て
来
た
余
り
に
も

多
く
の
事
例
か
ら
明
ら
か
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

古
橋
は
折
口
信
夫
の
発
生
論
に
着
目
し
、
有
力
視
さ
れ
て
来
た
文
学
発
生

論
と
し
て
の
「
感
情
起
源
論
」
を
、
個
人
的
な
感
情
が
人
々
の
間
に
忘
れ
ら

れ
る
こ
と
な
く
伝
え
ら
れ
る
こ
と
を
問
う
視
点
か
ら
批
判
し
、
「
感
情
起
源

静
」
の
成
立
し
な
い
こ
と
を
論
証
し
た
。
先
に
取
り
上
げ
た
子
規
の
「
作
歌

原
理
」
で
は
、
歌
は
「
感
情
」
を
歌
う
も
の
と
さ
れ
て
い
た
の
を
想
起
す
れ

ば
、
歌
の
発
生
に
感
情
が
深
く
関
与
し
て
い
る
こ
と
を
否
定
す
る
だ
け
の
確

実
な
認
識
を
得
る
の
は
確
か
に
簡
単
で
は
な
い
。
子
規
の
否
定
し
た
r
古
今

集
』
　
で
さ
え
「
人
の
心
」
を
捉
え
て
い
る
の
は
周
知
の
こ
と
で
、
考
え
よ
う

に
よ
っ
て
は
こ
の
中
に
「
感
情
」
　
の
一
端
を
掴
ま
え
る
こ
と
も
出
来
る
は
ず

で
あ
る
。
し
か
し
子
規
が
否
定
し
て
い
る
事
実
は
動
か
し
難
く
、
少
な
く
と

も
子
規
は
、
『
古
今
集
』
　
の
中
に
、
子
規
の
言
う
意
味
で
の
「
感
情
」
は
入

っ
て
な
い
と
言
い
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
彼
の
主
張
は
明
治
時
代
の

時
代
性
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
絶
対
的
に
近
代
の
も
の
で
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
折
口
の
文
学
発
生
へ
の
透
視
の
重
大
さ
は
青
木
の
既
に
指
摘
し

た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
が
、
音
声
言
語
の
宿
命
で
あ
る
発
生
直
後
に
消
え
去
っ

て
し
ま
う
性
質
と
、
そ
れ
が
伝
来
さ
れ
、
「
残
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
事
実

の
間
に
、
言
語
一
般
の
問
題
と
位
相
を
異
に
す
る
リ
ズ
ム
の
発
生
を
見
た
惹

眼
は
高
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
今
日
に
残
る
祭
式
詞
章
に
関
わ
っ
て
、

そ
れ
が
今
日
に
伝
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
必
然
性
と
、
そ
の
全
体

と
し
て
の
詞
章
を
残
し
得
た
と
い
う
事
実
の
中
に
は
、
伝
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
人
々
に
と
っ
て
の
重
要
性
と
、
消
え
や
す
い
音
声
言
語
を
塊
と
し
て
記

憶
し
ょ
う
と
す
る
工
夫
の
在
っ
た
こ
と
を
見
抜
い
て
い
る
。
祭
式
は
個
人
レ

ベ
ル
で
は
成
り
立
た
ず
、
人
々
の
間
に
観
念
（
幻
想
）
と
し
て
存
在
す
る
も

の
で
、
マ
ッ
ク
ス
ウ
エ
ー
バ
ー
の
言
葉
を
借
り
て
言
え
ば
、
最
初
は
カ
リ
ス

マ
性
に
根
拠
を
お
い
て
執
り
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
一

端
執
り
行
わ
れ
る
と
、
前
例
に
よ
っ
て
繰
り
返
さ
れ
る
と
い
う
、
い
わ
ば

「
伝
統
性
」
に
裏
打
ち
さ
れ
て
繰
り
返
し
行
わ
れ
、
今
日
に
伝
わ
っ
た
と
考

え
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
の
祭
式
と
し
て
の
行
為
を
支
え
る
も
の
は
、
規
範
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と
し
て
の
人
々
の
考
え
、
そ
れ
は
概
ね
神
と
い
う
観
念
で
あ
っ
た
と
考
え
得

よ
員
ノ
。し

か
し
な
が
ら
文
学
を
言
語
表
現
で
あ
る
と
い
う
根
本
に
立
っ
て
考
え
る

と
、
折
口
の
発
生
論
か
ら
は
機
能
に
関
す
る
問
題
は
説
明
で
き
る
が
、
表
現

の
問
題
に
応
え
よ
う
と
す
る
と
多
少
の
難
を
抱
え
込
ま
ざ
る
を
得
な
い
。
文

学
の
問
題
は
文
学
の
問
題
と
し
て
処
理
す
る
と
い
う
吉
本
の
問
題
提
起
に
拘

わ
る
限
り
、
折
口
の
考
え
は
さ
ら
に
深
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
勿
論

そ
う
だ
か
ら
と
言
っ
て
折
口
の
足
跡
が
無
意
味
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
学

問
の
必
然
と
し
て
の
成
り
行
き
で
あ
り
、
舌
代
文
学
研
究
の
歴
史
に
お
い
て

そ
の
価
値
が
失
わ
れ
る
こ
と
は
あ
り
得
ま
い
。
幸
い
我
々
は
既
に
古
橋
信
孝

の
「
神
の
装
い
」
と
い
う
言
い
方
の
中
に
、
表
現
論
の
立
場
か
ら
の
リ
ズ
ム

の
位
置
づ
け
を
終
え
て
い
る
。
神
の
存
在
を
信
ず
る
人
々
に
と
っ
て
は
受
け

入
れ
難
い
考
え
方
で
は
あ
ろ
う
。
し
か
し
言
葉
は
人
間
の
作
っ
た
も
の
以
外

の
も
の
で
は
無
い
。
『
聖
書
』
　
に
言
う
よ
う
に
、
は
じ
め
に
言
葉
が
在
り
、

神
と
と
も
に
在
っ
た
こ
と
を
信
ず
る
場
合
、
厳
密
に
言
え
ば
動
物
と
同
じ
に

な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
例
え
蛇
の
唆
し
が
在
っ
た
と
は
い
え
、
イ
ブ
が
木

の
実
を
食
べ
、
夫
に
も
勧
め
た
結
果
、
蛇
が
「
あ
な
た
方
の
目
が
必
ず
開
け
、

あ
な
た
方
が
必
ず
神
の
よ
う
に
な
っ
て
善
悪
を
知
る
よ
う
に
な
る
」
と
言
っ

た
よ
う
に
、
「
二
人
の
目
は
開
け
、
ふ
た
り
は
自
分
た
ち
が
裸
で
あ
る
こ
と

に
気
づ
く
よ
う
に
な
っ
た
」
と
在
る
の
だ
か
ら
人
間
の
誕
生
で
あ
る
ば
か
り

で
な
く
、
「
人
は
善
悪
を
知
る
点
で
わ
た
し
た
ち
の
ひ
と
り
の
よ
う
に
な
っ

た
」
　
の
で
も
あ
る
。
人
間
の
始
め
と
な
っ
た
こ
と
に
し
て
も
「
神
」
　
の
「
ひ

と
り
の
よ
う
に
な
っ
た
」
こ
と
に
し
て
も
、
神
と
人
と
が
区
別
し
に
く
い
も

（7）

の
と
な
っ
て
い
る
の
が
解
る
。
「
わ
た
し
た
ち
と
似
た
様
に
人
を
造
り
」
と

在
れ
ば
ま
す
ま
す
分
別
が
付
か
な
く
な
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
の
中
で

は
文
学
は
ど
ん
な
と
こ
ろ
に
誕
生
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
人
間
の
も
の
と
な
る

こ
と
が
連
れ
た
こ
と
だ
け
は
確
か
め
ら
れ
る
。
ニ
ー
チ
ェ
の
　
『
ツ
ア
ラ
ツ
ス

（8）

ト
ラ
』
に
言
う
「
神
は
死
ん
だ
」
と
の
認
識
が
現
れ
て
、
『
聖
書
』
に
関
わ

っ
た
人
々
に
も
文
学
が
人
間
の
も
の
と
な
っ
て
行
っ
た
こ
と
は
疑
い
得
ま
い
。

こ
の
よ
う
な
神
に
紛
れ
て
人
間
が
在
り
続
け
る
状
況
に
し
て
も
、
神
と
人
と

が
同
じ
言
葉
を
使
う
と
し
た
ら
実
は
そ
の
区
別
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で

し
か
な
か
ろ
う
。
だ
か
ら
元
々
人
間
の
作
っ
た
言
葉
で
あ
る
の
な
ら
、
神
の

言
葉
は
神
の
言
葉
ら
し
く
「
装
う
」
必
要
が
あ
っ
た
と
考
え
た
方
が
生
産
的

で
あ
る
。
日
常
の
言
葉
を
人
間
の
言
葉
と
し
、
非
日
常
の
言
葉
を
神
の
言
葉

と
す
れ
ば
、
人
間
と
神
と
を
区
別
で
き
、
人
間
は
神
の
領
域
を
冒
溝
せ
ず
に

す
む
。
ま
た
神
を
身
近
に
感
じ
て
神
と
と
も
に
在
り
た
い
と
考
え
る
な
ら
ば
、

人
々
は
神
の
イ
メ
ー
ジ
を
具
体
化
し
な
く
て
は
な
る
ま
い
。
そ
の
一
つ
の
現

れ
が
様
々
な
偶
像
と
し
て
多
く
の
民
族
に
形
成
伝
来
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、

偶
像
は
飽
く
ま
で
も
偶
像
で
あ
り
、
言
葉
を
ロ
に
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。

偶
像
化
さ
れ
な
い
神
に
し
て
も
、
ど
の
よ
う
に
し
て
人
間
の
前
に
立
ち
現
れ

る
か
を
考
え
て
み
る
と
、
例
え
ば
シ
ャ
ー
マ
ソ
を
通
し
て
、
結
局
は
言
葉
に

置
き
換
え
ら
れ
、
意
味
と
し
て
人
々
の
前
に
示
さ
れ
る
の
を
常
と
す
る
よ
う

で
あ
る
。
従
っ
て
神
へ
の
言
葉
も
神
か
ら
の
言
葉
も
、
人
々
の
も
の
と
紛
れ

る
こ
と
は
無
か
っ
た
と
見
て
差
し
支
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
に
古

橋
論
の
有
効
性
が
浮
か
び
上
が
る
。
舌
代
、
人
々
は
神
を
表
現
し
た
。
人
間

と
は
異
な
っ
た
言
葉
を
用
い
る
も
の
と
し
て
、
意
識
し
て
か
し
な
い
で
か
に

つ
い
て
は
何
と
も
言
え
な
い
け
れ
ど
も
、
言
葉
の
用
い
方
の
違
い
の
中
に
神

を
表
現
し
た
。
古
橋
に
よ
れ
ば
「
神
の
装
い
」
に
は
リ
ズ
ム
の
他
、
枕
詞
・

（9）

繰
り
返
し
・
美
称
・
敬
語
な
ど
、
こ
れ
ま
で
の
説
明
で
は
単
な
る
修
辞
論
と

し
て
扱
わ
れ
て
き
た
も
の
が
含
ま
れ
る
が
、
繰
り
返
し
一
つ
を
取
り
上
げ
て

み
て
も
、
こ
れ
ま
で
は
対
句
の
説
明
と
し
て
、
強
意
を
指
摘
す
る
だ
け
で
あ

っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
済
ま
さ
れ
な
い
視
点
さ
え
学
ん
で
い
て
興

味
深
い
。

以
上
の
こ
と
よ
り
想
像
上
に
文
学
の
発
生
を
考
え
る
な
ら
ば
、
神
を
ど
う
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表
し
た
か
に
着
日
す
べ
き
だ
ろ
う
。
「
記
憶
」
の
た
め
で
あ
る
な
ら
ば
、
言

葉
そ
の
も
の
も
ま
た
何
ら
か
の
意
味
で
記
憶
に
よ
っ
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
、

記
憶
一
般
と
は
異
な
っ
た
も
の
の
記
憶
で
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
し
か
も
そ

れ
は
何
ら
か
の
形
の
命
題
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
沖
縄
の
伝
承
の

中
に
構
造
と
し
て
存
在
す
る
塊
と
し
て
の
叙
事
、
「
生
産
叙
事
」
と
か
、
同

V
仰
苅

様
の
発
想
で
古
橋
の
指
摘
し
た
「
巡
行
叙
事
」
と
名
付
け
ら
れ
た
こ
と
な
ど

は
そ
の
一
つ
と
見
な
さ
れ
よ
う
。
折
口
信
夫
が
諺
と
か
律
文
に
拘
っ
た
の
も

そ
う
し
た
も
の
に
気
づ
い
て
い
た
か
ら
な
の
に
違
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
こ

と
が
古
代
文
学
解
明
と
ど
ん
な
関
係
に
あ
る
か
と
言
え
ば
、
近
代
の
文
学
が

表
現
者
主
体
の
自
由
裁
量
に
任
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
た
の
に
対
し
て
、

古
代
の
文
学
は
必
ず
し
も
主
体
の
自
由
に
任
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
こ
と
を

明
ら
か
に
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
、
表
現
の
中
に
、
構
造
的
に
組

み
込
ま
れ
て
い
る
特
殊
な
命
題
の
存
在
は
、
そ
う
し
た
特
殊
命
題
を
読
み
込

ま
な
い
で
は
表
現
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

そ
う
考
え
る
と
、
舌
代
の
歌
な
ど
も
個
人
的
な
内
面
を
表
現
す
る
と
言
う
よ

り
、
先
に
示
し
た
よ
う
な
、
例
え
ば
神
で
あ
る
と
か
、
そ
れ
に
纏
わ
る
こ
と

と
か
、
人
々
の
間
に
存
在
す
る
と
考
え
て
い
た
人
々
の
生
活
を
規
定
す
る
よ

う
な
こ
と
（
観
念
＝
幻
想
）
を
表
現
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

従
っ
て
こ
こ
で
大
切
に
な
っ
て
来
る
こ
と
は
「
表
現
」
と
い
う
言
葉
の
捉
え

方
で
あ
る
。

嘗
て
触
れ
た
こ
と
も
あ
る
が
、
「
表
現
」
と
い
う
言
葉
は
、
広
狭
二
つ
の

意
味
を
持
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
「
表
現
」
さ
れ
る
対
象
に

つ
い
て
考
え
る
と
き
、
時
代
性
を
現
す
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
近
代
の
狭
い
意

味
で
考
え
る
と
、
エ
ク
ス
プ
レ
ッ
シ
ョ
ソ
と
い
う
言
葉
は
、
元
々
農
業
用
語

で
あ
っ
た
と
言
う
。
果
樹
を
絞
り
出
す
と
い
う
意
味
を
担
い
、
そ
れ
が
文
学

（11）

用
語
に
た
っ
た
と
い
う
こ
と
ら
し
い
。
勿
論
絞
り
出
さ
れ
る
の
は
人
間
の
内

面
性
で
あ
る
。
だ
か
ら
そ
れ
が
日
的
的
に
表
出
さ
れ
た
と
き
、
極
め
て
新
し

い
状
況
に
立
ち
至
っ
て
い
た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
人
間
の
内

面
性
と
い
う
も
の
が
、
例
え
ば
個
人
的
恩
い
と
か
感
情
と
か
言
わ
れ
る
も
の

と
し
て
、
人
間
の
個
別
的
存
在
の
根
本
に
立
ち
至
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
か
ら
だ
。
人
々
の
向
か
う
対
象
が
、
自
分
か
ら
発
し
て
他
人
に
向
か

う
ベ
ク
ト
ル
と
、
自
分
自
身
に
向
か
う
ベ
ク
ト
ル
と
が
あ
る
と
し
た
ら
、
こ

の
レ
ベ
ル
で
は
明
ら
か
に
自
分
自
身
に
向
か
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
既

に
古
橋
が
論
理
化
し
て
い
る
が
、
人
間
は
個
別
の
も
の
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る

時
代
を
超
え
て
、
個
人
の
外
に
向
か
う
ベ
ク
ト
ル
と
内
に
向
か
う
ベ
ク
ト
ル

と
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
確
か
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
こ
と
を
以
て
人
間
社

会
を
見
つ
め
直
し
て
み
る
と
、
と
ん
で
も
な
い
状
況
に
立
ち
至
っ
て
し
ま
う

こ
と
に
気
付
か
さ
れ
る
。
舌
代
に
近
現
代
と
同
じ
よ
う
な
個
人
の
内
面
を
重

視
す
る
考
え
方
が
あ
っ
て
、
そ
の
表
現
が
自
由
に
認
め
ら
れ
て
い
た
と
し
た

ら
我
々
は
近
現
代
と
古
代
を
ど
う
区
別
し
た
ら
良
い
の
だ
ろ
う
か
。
い
や
そ

ん
な
こ
と
は
ど
う
で
も
良
い
。
生
産
性
の
低
い
古
代
社
会
に
お
い
て
、
一
人

一
人
が
勝
手
な
こ
と
を
し
て
居
た
と
す
れ
ば
社
会
は
成
り
立
た
な
い
だ
ろ
う
。

そ
う
し
た
ら
言
葉
も
あ
り
得
な
い
。
文
学
も
あ
り
得
な
い
。
記
憶
さ
れ
る
べ

き
重
要
な
こ
と
な
ど
も
生
ま
れ
得
な
い
。
人
間
が
言
葉
を
持
ち
得
た
の
も
、

社
会
的
生
活
を
な
し
て
い
た
か
ら
と
し
か
考
え
待
ま
い
。
人
と
人
と
の
関
係

を
言
葉
で
結
び
得
た
か
ら
こ
そ
、
人
間
は
人
叛
と
し
て
他
の
動
物
た
ち
と
は

異
な
っ
た
文
化
を
持
ち
得
た
の
で
あ
ろ
う
。
動
物
も
言
葉
を
持
っ
て
い
る
と

の
反
論
も
聞
こ
え
て
釆
そ
う
だ
が
、
だ
か
ら
社
会
生
活
と
見
な
し
得
る
側
面

を
我
々
に
示
し
て
居
る
で
は
な
い
か
。
も
っ
と
厳
密
に
言
え
ば
、
そ
れ
で
も

動
物
た
ち
の
「
言
葉
」
と
人
間
の
言
葉
は
異
な
る
。
そ
れ
は
既
に
吉
本
の

言
義
正
と
っ
て
美
と
は
な
に
か
』
で
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
今
道

（12）
友
信
も
厳
し
く
動
物
と
人
間
の
「
言
葉
」
の
違
い
を
見
て
い
る
。
私
は
そ
う

し
た
見
方
に
妥
当
性
を
認
め
る
。
斯
く
て
絞
り
出
さ
れ
る
よ
う
に
し
て
表
現

さ
れ
た
人
間
の
内
面
と
は
、
そ
れ
が
目
的
と
し
て
な
さ
れ
て
い
る
限
り
に
お



136横倉長短

い
て
、
古
代
の
普
遍
的
に
存
在
し
た
個
体
の
具
体
的
な
一
人
一
人
の
内
面
と

は
位
相
を
異
に
し
て
い
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
私
は
思
う
。
し
か

も
近
現
代
を
形
成
し
た
エ
ク
ス
プ
レ
ッ
シ
ョ
ソ
と
し
て
の
表
現
は
、
そ
れ
を

可
能
に
す
る
必
要
の
あ
る
人
に
と
っ
て
の
み
意
味
の
あ
る
こ
と
で
、
人
々
に

普
遍
的
に
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
は
必
ず
し
も
な
か
っ
た
。
勿

論
表
現
し
た
け
れ
ば
そ
れ
を
拒
む
こ
と
な
ど
誰
に
も
出
来
な
い
こ
と
と
し
て
、

そ
れ
が
権
利
と
し
て
近
現
代
の
人
々
に
は
受
け
入
れ
ら
れ
、
人
類
に
普
遍
的

に
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
見
落
と
し
て
は
な

る
ま
い
。
即
ち
、
権
利
と
し
て
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
と
い

う
こ
と
は
、
人
類
は
そ
う
し
た
こ
と
を
原
初
的
に
所
持
し
て
い
な
か
っ
た
と

い
う
こ
と
を
間
接
的
に
語
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
折
口

信
夫
や
青
木
隆
明
や
古
橋
信
孝
の
考
察
は
真
実
を
決
っ
て
有
効
で
あ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
歌
の
扱
い
は
、
た
だ
単
に
個
人
が
歌
う
と
い
う
視
点
の
み

な
ら
ず
、
個
人
は
な
ぜ
歌
え
る
の
か
と
い
う
視
点
に
も
立
っ
て
考
え
て
見
る

こ
と
も
必
要
に
な
っ
て
来
よ
う
。
そ
の
意
味
で
紀
貫
之
の
短
歌
形
式
に
対
す

る
見
解
は
再
評
価
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
そ
の
昔
、
歌
は
言
葉
が
発
生

し
た
と
同
じ
よ
う
な
必
然
性
の
中
に
、
人
間
の
外
に
向
か
う
ベ
ク
ト
ル
を
持

っ
て
発
生
し
た
。

二
　
記
載
時
代
の
歌

原
理
的
に
歌
の
発
生
、
即
ち
文
学
の
発
生
を
考
え
る
と
、
歌
の
捉
え
方
で

緩
々
述
べ
て
き
た
よ
う
な
こ
と
を
そ
の
必
然
性
と
考
え
る
べ
き
も
の
と
思
わ

れ
る
。
そ
れ
で
は
折
口
が
想
像
し
、
後
続
の
詩
人
や
学
者
が
緻
密
転
論
理
立

て
て
来
た
そ
う
し
た
必
然
性
の
下
に
発
生
し
た
歌
は
そ
の
後
ど
う
な
る
の
で

あ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
面
白
い
の
は
、
口
承
と
書
東
の
二
つ
の
伝
承
が
、
三
年
余
り
で
二

十
一
世
紀
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
現
在
も
併
存
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

勿
論
人
々
が
文
字
を
持
っ
て
読
み
書
き
の
技
術
を
獲
得
し
て
い
く
そ
の
度
合

い
に
よ
っ
て
、
口
承
か
ら
書
東
へ
と
伝
承
の
た
め
に
採
用
さ
れ
る
方
法
に
必

然
的
な
変
化
が
在
る
こ
と
は
様
々
な
視
点
か
ら
論
じ
ら
れ
て
き
て
い
る
が
、

書
東
が
主
流
の
現
在
で
も
、
文
字
が
在
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
文
字
に
書
き
取

ら
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
る
ら
し
い
。
恐
ら
く
そ
こ
に
は
そ
れ
な
り
の
理
由

が
在
っ
て
そ
う
さ
れ
て
い
る
の
に
違
い
な
い
。
そ
の
理
由
と
さ
れ
る
も
の
も

こ
れ
ま
で
我
々
が
見
て
来
た
共
同
幻
想
の
一
つ
だ
と
い
う
こ
と
だ
が
、
そ
う

し
た
も
の
の
残
さ
れ
て
い
る
の
が
主
に
祭
式
の
場
で
あ
っ
た
こ
と
は
折
口
な

ど
の
着
目
し
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
折
口
の
説
明
に
よ
れ
ば
そ
れ
は
祭
式
を

行
い
今
日
に
伝
え
て
い
る
人
々
に
と
っ
て
必
要
で
あ
っ
た
か
ら
と
い
う
こ
と

に
な
る
の
だ
が
、
古
橋
に
よ
れ
ば
人
間
に
個
別
に
存
在
す
る
l
人
に
な
り
た

い
と
い
う
思
い
を
乗
り
越
え
さ
せ
、
村
落
共
同
体
を
維
持
さ
せ
る
た
め
の
l

つ
の
方
法
い
う
こ
と
の
よ
う
だ
。
そ
れ
が
現
代
に
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
。

現
代
に
は
古
代
と
現
代
が
共
存
す
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
ら
し
い
。
食
事

を
前
に
し
て
、
仏
壇
や
神
棚
に
お
供
え
を
す
る
光
景
は
私
の
前
か
ら
は
無
く

な
っ
て
い
る
。
し
か
し
私
の
子
供
の
頃
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
お
腹
を
空

か
し
て
待
っ
て
い
る
我
々
を
置
い
て
、
信
仰
心
の
強
い
母
は
ま
ず
神
仏
へ
の

お
供
え
を
優
先
さ
せ
た
。
無
神
論
者
ら
し
か
っ
た
父
は
こ
の
こ
と
に
つ
い
て

特
に
異
を
唱
え
る
風
で
も
な
か
っ
た
。
入
り
鱈
の
父
は
、
緒
と
し
て
遠
慮
し

て
い
た
と
も
考
え
に
く
い
。
恐
ら
く
父
も
実
家
の
生
活
の
中
で
そ
う
し
た
習

慣
の
中
に
あ
っ
た
の
に
違
い
な
い
。
人
よ
り
も
前
に
神
仏
に
供
え
る
と
い
う

こ
と
は
、
人
々
が
昔
か
ら
や
っ
て
来
た
こ
と
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

そ
の
よ
う
に
伝
統
に
従
っ
た
生
活
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
ま
で

の
こ
と
は
当
然
そ
の
ま
ま
続
く
も
の
と
考
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ

う
。
皆
そ
う
し
て
い
る
と
信
じ
て
疑
わ
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
将
に

共
同
幻
想
の
中
に
在
り
、
個
は
共
同
幻
想
の
方
に
合
わ
せ
る
形
で
生
活
を
律

し
て
い
た
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
そ
う
し
た
昔
か
ら
や
っ
て
い
る
と
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い
う
こ
と
で
換
え
る
こ
と
も
止
め
る
こ
と
も
な
く
続
け
て
来
た
習
慣
の
中
で

育
ま
れ
て
来
た
も
の
も
、
核
家
族
化
す
る
中
で
、
個
人
の
基
本
的
人
権
を
前

提
に
結
ば
れ
る
男
女
の
間
で
は
、
信
仰
を
持
つ
場
合
、
持
た
な
い
場
合
、
持

つ
も
の
と
持
た
な
い
も
の
の
組
み
合
わ
せ
の
場
合
な
ど
様
々
考
え
ら
れ
る
が
、

持
つ
場
合
に
も
そ
れ
ぞ
れ
対
象
を
異
に
す
る
場
合
も
当
然
あ
り
得
る
。
こ
の

よ
う
な
状
況
で
お
互
い
が
権
利
を
主
張
し
始
め
る
と
、
生
活
は
成
り
立
た
な

く
な
っ
て
し
席
う
だ
ろ
う
。
成
り
立
た
せ
る
た
め
に
は
ど
ち
ら
か
が
折
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
時
、
折
れ
た
方
は
自
ら
引
い
た
と
は
言
え
、
第
l

義
的
に
考
え
て
い
た
こ
と
と
は
異
な
っ
た
こ
と
に
後
退
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、

自
己
主
張
を
取
り
下
げ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
相
手
を
優
位
に
置
い
た
こ

と
を
意
味
す
る
か
ら
、
自
分
が
一
歩
下
が
る
こ
と
で
結
果
と
し
て
男
女
の
共

生
を
獲
得
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
一
歩
下
が
る
こ
と
こ
そ
自
己
否

定
の
論
理
と
し
て
、
信
仰
を
支
え
る
心
性
で
は
な
い
の
か
。
と
す
れ
ば
人
権

を
知
っ
て
か
ら
の
信
仰
と
、
発
生
期
の
信
仰
と
は
位
相
を
異
に
し
て
い
る
と

思
わ
れ
る
が
、
構
造
的
に
は
共
通
し
て
い
る
も
の
を
持
ち
、
多
様
な
人
間
の

在
り
よ
う
を
形
成
す
る
要
因
の
一
つ
を
作
り
上
げ
て
い
る
と
見
る
こ
と
も
出

来
よ
う
。
と
も
あ
れ
自
己
主
張
も
、
人
と
人
と
が
生
活
し
て
い
る
中
で
は
、

そ
れ
な
り
の
自
制
に
基
づ
か
な
い
で
は
成
り
立
ち
得
な
い
と
い
う
の
が
実
状

で
あ
ろ
う
。

近
現
代
の
そ
う
し
た
在
り
よ
う
が
何
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
か
と
言

え
ば
、
先
に
権
利
と
し
て
挙
げ
た
こ
と
か
ら
も
解
る
よ
う
に
、
法
律
で
あ
っ

た
。
し
か
も
近
代
の
法
律
で
あ
る
。
だ
か
ら
法
律
で
あ
れ
ば
何
で
も
良
い
と

い
う
こ
と
で
も
な
か
っ
た
。

日
本
の
古
代
に
お
い
て
法
律
は
、
推
古
朝
（
六
百
四
年
）
　
に
聖
徳
太
子
の

（13）

十
七
条
憲
法
と
し
て
初
出
を
見
る
。
以
後
律
令
政
治
へ
の
急
な
転
回
が
始
ま

る
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
経
過
の
中
で
歌
と
は
一
体
何
で
あ
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。

応
神
天
皇
治
世
の
こ
と
と
し
て
朝
鮮
半
島
か
ら
文
字
が
伝
え
ら
れ
、
初
め

て
文
字
に
出
会
っ
た
と
き
の
日
本
人
の
驚
き
の
様
子
が
記
し
て
在
る
が
、
文

字
に
依
ら
な
い
と
律
し
き
れ
な
い
状
況
が
生
じ
て
い
た
と
見
る
こ
と
も
で
き

る
。
広
大
な
支
配
地
が
一
つ
の
命
令
に
収
赦
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
は
、
そ

の
命
令
が
同
一
の
も
の
と
し
て
伝
え
ら
れ
、
そ
れ
が
同
一
性
を
保
た
れ
て
認

識
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
音
声
言
語
に
よ
る
伝
達
が
自
ず
か
ら

の
限
界
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
消
え
易
さ
と
記
憶
の
し
難
さ
に
起
因

す
る
と
思
わ
れ
る
が
、
一
端
記
載
さ
れ
る
と
、
そ
の
解
釈
法
を
学
ん
で
い
る

限
り
、
共
通
理
解
を
保
証
さ
れ
る
。
日
本
古
代
の
場
合
、
初
期
の
頃
は
確
か

に
渡
来
人
達
に
学
ん
で
居
る
が
、
間
も
な
く
学
舎
を
設
け
て
も
居
、
中
期
及

び
後
期
に
至
っ
て
は
積
極
的
に
留
学
生
を
送
り
込
ん
で
先
進
国
の
方
法
を
学

ん
で
い
る
わ
け
だ
か
ら
、
中
央
集
権
国
家
へ
向
け
て
の
必
然
的
な
動
き
が
、

確
実
に
始
動
し
て
い
た
こ
と
を
認
め
得
よ
う
。
そ
れ
が
何
に
基
づ
く
の
か
に

つ
い
て
は
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
。

さ
て
我
々
は
、
音
声
言
語
の
世
界
で
、
文
学
の
発
生
と
し
て
、
歌
即
ち
リ

ズ
ム
の
在
る
言
葉
の
構
成
の
発
生
を
見
て
来
た
。
勿
論
ど
こ
か
に
具
体
的
な

資
料
が
あ
っ
て
そ
う
し
得
た
訳
で
は
な
く
、
学
問
上
の
論
理
的
帰
結
と
し
て

導
き
出
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
る
。
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
無
闇
や
た
ら
と

空
想
を
走
ら
せ
た
結
果
で
は
な
く
、
現
在
考
え
ら
れ
る
最
も
倍
額
で
き
る
考

え
方
で
あ
る
と
私
は
思
う
。
そ
れ
が
文
献
時
代
の
　
『
古
事
記
』
や
⊥
日
本
亭

紀
」
　
に
ど
の
よ
う
に
取
り
込
ま
れ
て
来
た
の
か
見
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

歌
が
あ
る
時
は
家
族
を
、
あ
る
時
は
村
を
、
あ
る
時
は
国
を
形
成
す
る
た

め
に
、
個
々
の
人
々
の
内
側
に
向
か
う
欲
求
を
外
側
に
向
か
わ
せ
る
装
置
で

あ
っ
て
、
そ
れ
故
大
変
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
既
に
見
て
来
た
と

こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
そ
の
地
域
の
神
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
た

ら
、
支
配
と
被
支
配
の
関
係
に
お
い
て
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
を
語
っ
て
居

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
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記
録
の
上
か
ら
考
え
て
み
る
と
、
「
天
武
紀
」
の
十
四
年
九
月
十
五
日
に
、

北
陸
道
を
除
く
各
地
に
巡
察
俵
を
送
り
、
「
国
司
・
郡
司
及
び
百
姓
の
消
息
を

巡
察
し
め
た
ま
ふ
」
と
在
り
、
続
い
て
「
是
の
日
に
、
詔
し
て
日
は
く
、

『
凡
そ
諸
の
歌
男
・
歌
女
・
宵
吹
く
著
は
、
即
ち
己
が
子
孫
に
伝
へ
て
、
歌
笛

を
習
ほ
し
め
よ
』
と
の
た
ま
ふ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
が
思
い
起
こ
さ
れ
る
。

中
央
か
ら
地
方
へ
　
「
消
息
」
を
見
に
行
く
と
い
う
こ
と
は
、
支
配
す
る
中
央

と
支
配
さ
れ
る
地
方
と
が
、
明
確
に
な
っ
て
い
る
こ
と
だ
か
ら
、
そ
の
限
り

で
既
に
中
央
集
権
の
舌
代
国
家
は
完
成
さ
れ
て
い
る
と
見
て
良
い
わ
け
で
あ

る
。
だ
か
ら
個
々
を
特
に
論
っ
て
言
う
必
要
も
無
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、

に
も
拘
わ
ら
ず
見
て
お
く
べ
き
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。
そ
れ
は
政
治
と
歌
の

関
係
な
の
だ
が
、
「
是
の
日
」
を
挟
ん
で
、
地
方
へ
の
巡
察
使
派
遣
と
歌
常

習
い
と
が
意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
体
制
確
立
後
の
l
つ
の

在
り
よ
う
と
し
て
、
例
え
ば
散
文
世
界
の
『
古
事
記
』
　
に
対
し
て
、
韻
文
世

界
の
　
『
万
葉
集
』
　
の
編
纂
に
連
な
る
出
来
事
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

歌
が
「
神
需
」
と
し
て
生
ま
れ
、
村
落
共
同
体
を
維
持
さ
せ
る
も
の
で
あ

り
、
発
生
現
場
を
離
れ
て
さ
ら
に
広
い
規
模
で
の
国
に
継
来
さ
れ
て
も
同
様

で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
発
生
現
場
か
ら
離
れ
る
必
然
性
を
考
え
て

み
る
と
、
そ
こ
に
は
何
ら
か
の
争
い
を
想
定
し
て
み
る
の
が
良
さ
そ
う
で
あ

る
。
村
と
村
と
の
関
係
の
中
か
ら
支
配
と
被
支
配
の
関
係
が
出
来
、
支
配
の

立
場
で
は
支
配
者
の
神
謡
を
基
に
し
た
生
活
が
継
続
さ
れ
る
が
、
被
支
配
者

は
支
配
者
の
神
謡
を
そ
れ
ま
で
の
神
謡
に
換
え
て
与
え
ら
れ
る
。
古
橋
の
理

論
で
は
そ
の
時
に
「
神
話
」
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
よ
う
で
、
「
記
紀
」

の
神
話
に
も
想
像
が
飛
ぶ
け
れ
ど
も
、
本
当
は
「
村
と
村
と
の
」
と
い
う
の

は
お
か
し
い
。
人
と
人
、
い
や
神
を
担
い
だ
人
と
人
と
の
関
係
で
あ
っ
た
は

ず
だ
が
、
勿
論
人
間
の
内
面
に
向
か
う
ベ
ク
ト
ル
の
上
に
は
無
か
っ
た
。
そ

の
限
り
で
は
「
ク
ニ
」
と
「
ク
ー
こ
と
し
て
も
幻
想
と
し
て
は
同
レ
ベ
ル
と

も
点
れ
る
。

舌
代
の
支
配
被
支
配
が
必
ず
し
も
武
力
に
基
づ
く
闘
争
に
依
る
も
の
だ
け

で
は
な
い
こ
と
は
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
だ
が
、
少
な
く
と
も
我
々

が
手
に
す
る
こ
と
の
出
来
る
資
料
の
上
か
ら
は
、
血
な
ま
ぐ
さ
さ
を
前
提
に

し
な
い
支
配
被
支
配
は
考
え
に
く
い
。
神
武
東
征
の
イ
メ
ー
ジ
や
日
本
武
等

の
酉
征
・
東
征
の
イ
メ
ー
ジ
な
ど
を
考
え
れ
ば
ど
う
し
て
も
そ
う
な
っ
て
し

ま
う
。
尤
も
海
幸
彦
と
山
幸
彦
の
関
係
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
と
も
あ
れ

様
々
な
こ
と
を
通
し
て
、
優
劣
の
関
係
に
立
た
さ
れ
た
者
は
、
支
配
と
被
支

配
の
関
係
に
置
か
れ
、
い
わ
ば
海
幸
彦
が
山
幸
彦
に
仕
え
た
よ
う
に
、
劣
者

は
優
著
に
仕
え
る
こ
と
で
生
き
な
が
ら
え
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。
海

幸
彦
の
場
合
、
「
僕
は
今
よ
り
以
後
は
、
致
命
の
昼
夜
の
守
護
人
と
為
り
て

仕
へ
奉
ら
む
」
と
言
っ
て
、
「
今
に
至
る
ま
で
、
其
の
滞
れ
し
時
の
種
種
の

態
、
絶
え
ず
仕
へ
奉
る
」
こ
と
に
な
っ
た
と
在
る
限
り
、
そ
ん
な
関
わ
り
が

在
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
「
種
種
の
態
」
　
の
中
に

「
暫
」
は
入
っ
て
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
入
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
「
歌
」
は

ど
う
だ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
勿
論
そ
の
近
く
に
在
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
「
態
」

を
「
わ
ざ
」
と
訓
ん
で
良
い
と
す
る
な
ら
、
「
わ
ざ
」
に
つ
い
て
は
ま
ず

「
童
謡
」
が
思
い
出
さ
れ
る
。
古
代
に
お
け
る
「
童
謡
」
は
神
に
関
わ
る
性

質
を
持
っ
て
、
現
代
人
が
「
童
謡
」
と
し
て
持
っ
て
い
る
概
念
と
は
い
さ
さ

か
異
な
っ
た
も
の
を
我
々
は
そ
こ
に
見
る
こ
と
が
出
来
る
か
ら
、
こ
の

「
態
」
も
神
に
関
わ
る
性
質
を
持
っ
て
い
る
と
見
な
し
得
る
。
筋
は
音
を
伴

っ
て
、
天
の
音
が
「
神
鳴
り
」
と
言
わ
れ
て
「
雷
」
と
さ
れ
た
こ
と
か
ら
も

解
る
よ
う
に
、
音
は
神
の
属
性
で
あ
っ
た
わ
け
だ
か
ら
、
当
然
神
に
関
わ
る

も
の
で
あ
っ
た
。
恐
ら
く
笛
が
そ
う
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
そ
れ
を
操
る
者

も
当
然
特
別
の
扱
い
を
受
け
た
は
ず
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
「
天
武
紀
」
　
の
記

事
に
な
っ
た
の
に
違
い
あ
る
ま
い
。
歌
も
そ
う
で
あ
り
笛
も
そ
う
で
あ
っ
た

と
し
た
ら
、
次
に
問
わ
れ
る
の
は
、
何
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
天
武
天
皇
が
如

何
な
る
理
由
で
「
歌
男
」
「
歌
女
」
「
暫
吹
く
老
」
を
左
右
し
得
た
か
と
い
う
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こ
と
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
嘗
て
問
う
た
と
こ
ろ
で
は
、
采
女
に
関
わ
る

支
配
被
支
配
の
問
題
が
あ
っ
た
。
前
述
の
よ
う
に
折
口
の
静
か
ら
始
ま
り
、

（14）

多
少
の
付
け
加
え
を
試
み
た
も
の
で
あ
っ
た
。
折
口
に
よ
れ
ば
、
「
国
造
の

子
女
で
あ
る
事
は
、
其
国
々
の
至
上
神
に
仕
へ
る
最
高
の
巫
女
或
は
、
将
来

（15）

さ
う
な
る
資
格
を
持
っ
た
も
の
」
と
の
こ
と
だ
が
、
こ
れ
は
古
代
の
未
婚
の

女
性
の
一
つ
の
在
り
よ
う
と
し
て
確
認
出
来
る
こ
と
の
よ
う
で
、
采
女
の
制

度
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
に
立
脚
し
た
も
の
だ
っ
た
わ
け
だ
か
ら
、
或
い
は
先

の
「
歌
女
」
も
こ
の
範
疇
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

も
「
巫
」
と
は
「
神
和
」
で
あ
り
、
『
岩
波
古
語
辞
典
』
　
に
言
う
「
神
の
心

を
音
楽
や
舞
で
な
ど
や
か
に
し
て
、
神
意
を
求
め
る
人
」
で
あ
っ
た
と
す
る

な
ら
ば
、
将
に
打
っ
て
付
け
で
あ
る
。
そ
れ
に
今
我
々
が
扱
っ
て
い
る
時
代
、

そ
の
「
神
和
」
が
女
だ
け
の
役
割
で
は
な
く
、
男
の
「
神
和
」
も
い
た
。

「
皇
極
紀
」
　
二
年
二
月
是
の
月
の
件
に
は
「
国
の
内
の
巫
親
等
、
枝
葉
を
折

り
取
り
て
、
木
綿
を
懸
掛
け
て
、
大
臣
の
橋
を
渡
る
時
を
伺
候
ひ
て
、
学
ぎ

て
神
君
の
入
徴
な
る
説
を
珍
ぶ
」
と
在
り
、
『
和
名
抄
』
　
に
よ
る
と
「
見
」

は
、
「
を
の
こ
か
む
な
ぎ
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
う
な
る
と
、
「
歌
男
」

も
ま
た
神
に
関
わ
っ
て
も
良
い
こ
と
に
な
る
。
一
体
天
武
天
皇
は
何
を
し
よ

う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

私
は
、
兄
天
智
天
皇
の
成
し
え
な
か
っ
た
古
代
日
本
の
完
全
制
覇
を
、
天

智
時
代
か
ら
の
律
令
制
度
の
継
承
と
、
天
武
自
ら
の
武
力
制
圧
と
に
よ
っ
て

成
し
得
た
、
い
わ
ば
現
人
神
と
し
て
の
立
場
か
ら
、
最
終
的
な
纏
め
を
し
た

の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

大
化
改
新
が
実
在
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
を
取
り
あ
え
ず
置
く
と
し
て
、
中

大
兄
皇
子
の
進
め
た
大
陸
化
政
策
は
、
法
治
国
家
を
目
指
し
た
全
く
新
し
い

も
の
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
う
し
た
全
く
新
し
い
政
策
を
側
面
で
支
え
た

の
は
、
采
女
の
制
度
で
あ
っ
た
ろ
う
。
た
だ
し
律
令
制
度
の
浸
透
は
、
相
対

的
に
旧
制
度
の
成
立
根
拠
を
弱
体
化
さ
せ
る
は
ず
で
、
天
武
天
皇
の
十
一
年

三
月
の
件
に
は
、
「
親
王
よ
り
以
下
、
百
薬
の
諸
人
、
今
よ
り
已
後
、
位
冠

及
び
祥
・
袴
・
脛
裳
、
着
る
こ
と
莫
れ
。
亦
勝
夫
・
采
女
等
の
手
練
・
肩
巾
、

肩
巾
、
此
を
は
比
例
と
云
ふ
。
並
に
服
る
こ
と
莫
れ
」
と
在
り
、
采
女
に
対
し

て
服
装
の
規
制
が
行
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
周
知
の
志
貴
皇
子
の
歌
で
は
、

「
采
女
の
　
袖
吹
き
返
す
　
明
日
香
風
　
都
を
遠
み
　
い
た
ず
ら
に
吹
く
」

（
『
万
葉
集
』
巻
一
・
五
こ
と
歌
わ
れ
て
い
る
の
を
思
い
出
さ
ず
に
は
居
れ

な
い
け
れ
ど
も
、
志
貴
皇
子
の
イ
メ
ー
ジ
は
こ
の
詔
以
前
の
も
の
で
な
く
て

ほ
な
ら
な
く
な
り
、
志
貴
皇
子
は
古
い
イ
メ
ー
ジ
を
も
と
に
歌
っ
て
い
た
こ

と
が
解
る
。
一
体
こ
の
詔
の
目
指
し
た
の
は
何
だ
っ
た
の
か
。
私
は
、
天
武

天
皇
の
絶
対
王
権
確
立
の
た
め
の
方
策
の
l
端
と
解
釈
で
き
る
の
で
は
な
い

か
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
采
女
が
依
然
と
し
て
旧
来
の
在
り
用
を
示
し
得

る
と
す
れ
ば
、
絶
対
王
権
の
確
立
は
お
ぼ
つ
か
な
く
な
ろ
う
。
采
女
に
と
っ

て
、
肩
巾
は
、
呪
具
の
一
つ
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
『
古
事
記
』

上
巻
に
は
、
大
穴
牟
遅
神
が
八
十
神
の
命
に
従
っ
て
須
佐
能
男
命
の
治
め
る

板
の
堅
州
国
に
出
向
き
、
そ
の
女
須
勢
理
昆
貫
と
「
目
合
為
て
、
相
婚
ひ
た

ま
ひ
て
」
選
り
入
り
、
父
の
須
佐
能
男
に
報
告
す
る
場
面
で
、
大
穴
牟
連
は

須
佐
能
男
に
よ
っ
て
蛇
の
室
に
寝
か
さ
れ
る
と
い
う
試
練
に
出
会
う
。
こ
こ

で
其
の
妻
須
勢
理
毘
責
は
「
蛇
の
比
礼
」
を
夫
に
授
け
、
「
其
の
蛇
咋
は
む

と
せ
ば
、
此
の
比
礼
を
三
た
び
馨
り
て
打
ち
擾
ひ
た
ま
へ
。
と
の
り
た
ま
ひ

き
。
故
、
教
の
如
せ
し
か
ば
、
蛇
自
ら
静
ま
り
き
。
」
と
在
る
こ
と
よ
り
判

断
で
き
る
。
従
っ
て
、
天
武
が
采
女
に
そ
の
着
用
を
禁
じ
た
と
い
う
こ
と
は
、

い
わ
ば
旧
習
の
更
新
を
計
っ
た
と
見
な
す
こ
と
が
出
来
る
。
恐
ら
く
、
中
大

兄
皇
子
が
采
女
に
関
わ
っ
た
時
と
は
全
く
変
わ
っ
た
状
況
に
到
達
し
て
い
た

と
見
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
。
勿
論
肩
巾
を
剥
奪
さ
れ
た
采
女
た
ち
は
そ
の

後
天
皇
の
近
辺
に
仕
え
る
侍
女
的
な
存
在
に
成
り
下
が
っ
て
い
く
。
ど
う
や

ら
そ
の
き
っ
か
け
を
な
し
て
い
た
ら
し
い
。
そ
う
し
た
采
女
に
代
わ
っ
て
、

嘗
て
采
女
足
り
得
た
者
に
関
わ
っ
て
こ
と
を
運
ぼ
う
と
し
た
ら
問
題
に
し
得
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る
の
は
、
言
葉
の
世
界
し
か
無
い
だ
ろ
う
。
し
か
も
伝
統
を
背
負
い
、
天
皇

に
服
属
さ
せ
ら
れ
る
よ
う
な
人
々
の
集
団
に
、
そ
の
集
団
を
纏
め
る
こ
と
で

存
在
し
続
け
た
の
は
、
そ
の
働
き
の
故
に
受
け
継
が
れ
伝
え
ら
れ
て
き
た
歌
、

即
ち
神
話
し
か
無
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
或
い
は
神
話
も
在
っ
た
だ
ろ
う
か
。

こ
の
天
武
天
皇
に
よ
る
「
歌
男
・
歌
女
・
笛
吹
く
者
」
　
へ
の
関
与
を
別
の
言

い
方
で
述
べ
る
と
す
れ
ば
、
よ
そ
者
が
歌
を
管
理
す
る
時
代
に
な
っ
て
い
た

と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
そ
れ
で
は
地
方
巡
察
の
詔
と
歌
笛
を
子
孫
に
伝
習
さ
せ
よ
と
の
詔

と
が
同
日
に
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
ど
う
考
え
る
べ
き
か
。
私
は
天
武
の
思

惑
を
導
い
た
理
念
が
こ
こ
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち

大
陸
の
治
世
法
に
学
び
、
そ
れ
を
日
本
古
代
に
定
着
さ
せ
て
対
外
対
内
に
向

か
お
う
と
し
た
宣
言
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
思
う
。
勿
論
『
古
事
記
』
　
の
編
集

に
も
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
で
、
『
古
事
記
』
序
文
の
言
上
げ
も
或
い

は
こ
の
前
後
に
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
の
推
察
さ
え
で
き
る
可
能
性

を
感
じ
る
。
そ
の
基
本
は
、
大
陸
の
、
一
つ
は
ア
ソ
ソ
ロ
ジ
ー
と
し
て
の

『
詩
経
』
　
で
あ
り
、
l
つ
に
は
歴
史
書
と
し
て
の
正
史
で
あ
っ
た
ろ
う
。
今

史
書
に
触
れ
る
余
裕
は
な
い
が
、
天
武
天
皇
の
時
代
、
大
陸
で
は
既
に
『
詩

経
』
は
人
材
登
用
試
験
の
必
須
科
目
の
一
つ
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
な
ぜ
そ
う

な
っ
た
か
と
言
え
ば
、
そ
こ
に
は
『
毛
詩
』
序
文
聖
二
ロ
う
詩
に
纏
わ
る
認
識

が
あ
っ
た
の
に
違
い
な
い
。
そ
れ
に
は
攻
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。

詩
は
志
の
之
く
所
な
り
。
心
に
在
を
志
と
為
し
、
言
に
発
は
る
ゝ
を
詩

と
為
す
。
情
・
中
に
動
て
、
言
に
形
は
る
。
言
に
足
ず
、
故
に
嗟
歎
す
。

嗟
歎
す
る
に
・
足
ず
、
故
に
永
歌
す
。
永
歌
す
る
に
・
足
ざ
れ
ば
、
手
の

舞
ひ
・
足
の
踏
む
こ
と
を
知
ら
ず
。
情
・
声
に
発
ほ
れ
て
、
声
・
文
を
成

す
、
之
を
音
と
謂
ふ
。
治
ま
れ
る
世
の
音
は
、
安
じ
て
以
て
楽
べ
り
、
其

の
政
・
和
げ
れ
ば
な
り
。
乱
た
る
世
の
音
は
、
怨
で
以
て
怒
れ
り
、
其
の

政
乗
け
れ
ば
な
り
。
亡
び
な
ん
と
す
る
国
の
音
は
、
京
で
以
て
恩
へ
り
、

其
の
民
因
は
な
り
。
故
に
得
失
を
正
し
て
、
天
地
を
動
か
し
、
鬼
神
を
感

ぜ
し
む
る
に
は
、
詩
よ
り
近
ほ
美
し
。
先
王
・
是
れ
を
以
て
夫
婦
を
経
に

し
、
孝
敬
を
成
し
、
人
倫
を
厚
し
、
教
化
を
美
し
、
風
を
移
し
俗
を
易
ふ
。

最
近
l
般
的
に
な
り
つ
つ
あ
る
の
に
、
天
武
天
皇
は
道
教
の
影
響
下
に
在

っ
た
と
い
う
考
え
が
あ
る
。
そ
の
諮
号
か
ら
見
て
も
そ
う
な
の
だ
ろ
う
と
思

わ
さ
れ
る
節
が
無
い
で
は
な
い
。
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
『
詩
経
』
を

以
て
孔
子
に
連
な
る
側
面
が
無
か
っ
た
か
と
言
え
ば
、
こ
れ
も
ま
た
否
定
し

が
た
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
い
。
孝
徳
天
皇
や
中
大
兄
皇
子
等
と
進
め
た
で

あ
ろ
う
大
陸
化
政
策
は
、
そ
の
後
の
　
『
古
事
記
』
編
纂
に
当
た
っ
て
、
大
き

な
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
内
容
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。

大
陸
の
ア
ソ
ソ
ロ
ジ
ー
『
詩
経
』
　
に
よ
っ
て
、
日
本
の
ア
ソ
ソ
ロ
ジ
ー

『
万
葉
集
』
が
編
ま
れ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
冒
頭
の
歌
か
ら
、
作
り
手
が
特

定
さ
れ
る
と
い
う
、
『
詩
経
』
　
で
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
が
起
こ
っ
て
い
て

興
味
深
い
が
、
そ
う
し
た
背
景
に
は
「
詩
は
志
の
之
く
所
な
り
。
心
に
在
を

志
と
為
し
、
言
に
発
は
る
ゝ
を
詩
と
為
す
。
惜
・
中
に
動
て
、
言
に
形
は
る
。

言
に
足
ず
、
故
に
嗟
歎
す
。
嗟
歎
す
る
に
・
足
ず
、
故
に
永
歌
す
」
を
捉
え

れ
ば
、
詩
が
志
で
あ
り
、
歌
に
連
な
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
こ
れ
ま
で
も

見
て
来
た
よ
う
に
、
日
本
で
は
ど
う
も
、
歌
を
人
間
の
心
に
起
因
す
る
も
の

と
は
考
え
て
来
な
か
っ
た
よ
う
で
、
そ
れ
故
に
こ
そ
、
折
口
以
来
の
考
察
が

異
彩
を
放
っ
て
い
た
と
言
え
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
大
化
以
来
の

中
国
化
政
策
の
中
で
、
一
方
で
は
伝
統
の
歌
を
向
こ
う
に
回
し
て
、
今
乗
の

漢
詩
を
弄
ぶ
風
が
在
っ
た
こ
と
も
『
懐
風
藻
』
序
文
な
ど
か
ら
確
か
め
ら
れ

る
か
ら
、
大
化
の
政
策
を
担
っ
た
責
任
者
の
一
人
と
し
て
天
武
天
皇
が
、
結

果
的
か
も
し
れ
な
い
が
、
在
来
の
伝
統
的
な
歌
を
、
神
の
属
性
か
ら
離
し
て
、

人
間
の
心
の
お
も
む
き
に
委
ね
る
き
っ
か
け
を
成
し
て
い
た
と
い
う
と
こ
ろ

か
も
し
れ
な
い
。
『
古
事
記
』
　
の
内
容
の
決
定
に
極
め
て
深
く
関
わ
っ
た
天

武
天
皇
で
あ
っ
て
見
れ
ば
、
そ
の
内
容
の
決
定
に
当
た
り
、
歌
の
一
つ
一
つ
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に
作
り
手
の
在
る
こ
と
を
、
あ
た
か
も
当
然
の
如
く
に
扱
い
、
神
か
ら
服
属

者
・
反
逆
者
に
至
る
ま
で
、
誰
の
歌
っ
た
も
の
か
を
特
定
出
来
る
よ
う
に
仕

立
て
て
い
る
そ
の
在
り
よ
う
は
、
『
万
葉
集
』
　
の
編
集
に
連
な
る
一
つ
の
考

え
方
と
し
て
注
目
し
て
置
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

三
　
う
た
の
収
赦

律
令
の
中
に
　
『
毛
詩
』
　
の
名
称
を
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
こ
と

は
、
天
武
天
皇
以
後
を
考
え
る
と
き
、
大
変
参
考
に
な
る
。
こ
の
資
料
か
ら

考
え
る
限
り
、
下
は
勿
論
『
古
今
集
』
序
文
に
至
る
わ
け
で
あ
る
が
、
日
本

古
代
の
文
学
に
大
き
な
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
を
押
さ
え
て
置

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
私
は
思
う
。

『
万
葉
集
』
　
の
場
合
、
ア
ソ
ソ
ロ
ジ
ー
と
し
て
当
然
の
こ
と
だ
が
、
文
学

論
に
匹
敵
す
る
よ
う
な
記
載
は
殆
ど
無
い
に
等
し
い
け
れ
ど
も
、
大
伴
旅

人
・
家
持
を
含
め
た
そ
の
周
辺
に
は
僅
か
な
が
ら
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し

た
も
の
の
う
ち
、
周
知
の
家
持
の
「
春
日
遅
々
に
し
て
、
飴
鵜
正
に
暗
く
。

懐
欄
の
意
、
歌
に
あ
ら
ず
し
て
は
撥
ひ
か
た
き
の
み
。
よ
り
て
、
こ
の
歌
を

作
り
、
も
ち
て
締
緒
を
展
ぶ
。
」
等
は
、
比
較
的
纏
ま
っ
た
考
え
方
と
し
て

人
口
に
胎
焚
し
て
い
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
伊
藤
博
に
よ
る
と
、
こ
の
家
持

の
見
解
は
「
古
今
集
序
文
に
お
け
る
和
歌
観
の
さ
き
が
け
を
な
す
」
と
い
う

こ
と
だ
が
、
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
『
古
今
集
』
序
文
そ
の
も
の
が
『
毛

詩
』
序
文
の
焼
き
直
し
的
な
所
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
歌
が
意
識
の
姐
上
に
乗

せ
ら
れ
る
に
至
る
道
程
に
は
、
『
毛
詩
」
が
方
向
を
定
め
る
標
識
と
し
て
存

在
し
続
け
た
と
見
て
差
し
支
え
な
か
ろ
う
。
そ
れ
に
し
て
も
、
そ
の
　
『
毛

詩
』
を
支
え
る
も
の
と
は
何
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
人
材
登
用
試
験
に
な
ぜ
『
毛
詩
』
が
問
わ
れ
た
か
を
考
え
れ
ば
在

る
程
度
解
っ
て
く
る
こ
と
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
嘗
て
学
ん
で
来
た
と
こ

ろ
で
は
、
政
治
を
志
す
者
は
詩
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う

こ
と
に
尽
き
て
い
た
。
確
か
に
詩
は
志
の
お
も
む
く
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
詩
に
こ
そ
人
々
の
心
は
反
映
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
と

す
れ
ば
、
登
用
試
験
を
受
け
る
著
の
在
り
よ
う
と
し
て
、
当
然
政
務
に
つ
く

こ
と
が
考
え
ら
れ
訳
だ
か
ら
、
政
治
の
根
幹
が
民
衆
を
治
め
る
こ
と
で
あ
っ

た
と
す
れ
ば
、
詩
が
解
ら
な
い
で
は
政
治
も
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し

ま
う
。
斯
く
て
政
治
を
志
す
著
は
詩
を
理
解
出
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
考
え
方
が
ど
こ
か
ら
出
て
く
る
の
か
、
詳
し

い
こ
と
は
解
ら
な
い
が
、
『
毛
詩
』
が
必
修
事
項
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る

こ
と
を
手
が
か
り
に
考
え
て
い
く
と
、
論
理
的
帰
結
と
し
て
領
け
る
こ
と
の

よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
る
。

『
懐
風
葬
』
が
残
さ
れ
、
天
皇
を
頂
点
と
し
、
皇
子
・
王
・
僧
侶
、
多
く
の

貴
族
達
が
漢
詩
を
残
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
或
い
は
　
『
毛
詩
』
序
文
等

の
考
え
方
が
そ
う
し
た
人
々
の
間
に
l
穀
的
な
こ
と
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ

て
い
た
か
ら
と
見
て
差
し
支
え
無
い
の
だ
ろ
う
。
要
泳
そ
れ
が
な
ぜ
歌
に
関

わ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

恐
ら
く
こ
の
問
題
に
即
座
に
答
え
得
る
資
料
等
す
ぐ
に
見
つ
か
る
は
ず
も

な
か
ろ
う
。
し
か
し
も
う
一
度
「
毛
詩
』
　
に
戻
っ
て
考
え
て
み
る
と
、
「
嗟

歎
す
る
に
・
足
ず
、
故
に
永
歌
す
」
が
目
に
入
る
。
日
本
の
う
た
を
「
歌
」

と
表
し
た
そ
の
背
後
に
は
、
音
声
言
語
の
表
現
、
即
ち
声
に
出
し
て
歌
っ
て

い
た
も
の
を
書
き
取
っ
た
こ
と
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
然
る
に

『
詩
経
』
　
は
書
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
音
読
す
る
こ
と
を
通
し
て

歌
の
レ
ベ
ル
に
連
す
る
は
ず
で
、
文
字
を
持
た
な
か
っ
た
者
に
と
っ
て
は
起

こ
る
べ
く
し
て
起
こ
っ
た
奇
跡
に
も
近
い
出
来
事
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
し

か
し
詩
も
歌
も
同
列
で
考
え
ら
れ
る
と
な
る
と
、
詩
も
歌
も
同
様
の
論
理
の

も
と
で
取
り
扱
え
る
と
考
え
た
の
に
違
い
な
い
。
そ
の
よ
う
に
考
え
て
み
る

と
『
万
葉
集
」
　
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
東
歌
や
防
人
の
歌
な
ど
が
俄
然
脚
光
を

あ
び
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
ら
は
貴
族
の
歌
で
は
な
く
、
い
わ
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ば
貴
族
層
に
支
配
さ
れ
る
側
の
歌
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

『
詩
経
』
　
に
も
そ
れ
に
当
た
る
詩
が
存
在
し
て
居
る
で
は
な
い
か
。
さ
ら
に

考
え
を
辿
っ
て
み
る
と
、
こ
の
時
代
、
l
方
で
歌
が
歌
わ
れ
て
い
る
か
と
思

え
ば
、
一
方
で
は
漢
詩
が
作
ら
れ
て
い
て
、
中
古
初
期
の
漢
詩
全
盛
時
代
へ

の
予
感
さ
え
覚
え
る
の
だ
が
、
そ
の
詩
も
、
『
詩
経
』
風
の
詩
で
は
な
く
、

五
言
の
古
詩
・
絶
句
・
律
詩
が
主
で
、
七
言
の
古
詩
・
絶
句
・
律
詩
も
僅
か

な
が
ら
存
在
す
る
。
中
国
詩
の
影
響
を
考
え
る
な
ら
ば
、
唐
詩
の
影
響
と
考

え
る
べ
き
か
。
遣
唐
使
の
果
た
し
た
古
代
日
本
史
上
の
役
割
を
考
え
れ
ば
当

然
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
異
国
の
詩
形
式
を
用
い
て
作
詩
を
す
る
最
初
の

こ
と
と
し
て
、
明
治
の
作
詩
を
も
一
方
で
押
さ
え
て
置
く
こ
と
も
大
切
で
あ

ろ
う
。
こ
う
し
た
今
乗
の
形
式
と
在
来
の
形
式
の
併
用
さ
れ
る
中
で
、
い
わ

ば
律
令
体
制
を
代
表
す
る
よ
う
な
三
十
一
文
字
の
形
式
の
優
位
性
が
確
立
さ

れ
て
い
た
。
「
記
紀
」
　
の
中
の
雑
多
な
歌
形
の
存
在
に
対
し
て
、
確
実
に
整

理
さ
れ
て
行
っ
て
い
る
事
実
と
し
て
理
解
で
き
よ
う
。
こ
の
時
代
の
歌
い
手

達
を
宮
廷
歌
人
と
見
る
見
方
が
有
力
視
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
『
懐
風
藻
』

の
詩
作
者
層
と
の
奇
し
き
重
複
も
見
ら
れ
、
な
お
ざ
り
に
出
来
ま
い
。
こ
の

期
、
短
歌
形
式
は
い
つ
の
間
に
か
律
令
時
代
の
形
式
と
し
て
そ
の
位
置
を
固

め
つ
つ
あ
っ
た
。
治
め
る
方
も
治
め
ら
れ
る
方
も
、
短
歌
形
式
の
上
に
乗
っ

て
い
た
の
で
あ
る
。

終
わ
り
に

紙
数
も
尽
き
つ
つ
あ
る
。
当
初
『
古
今
集
』
　
に
至
っ
て
、
以
上
に
述
べ
て

き
た
こ
と
が
、
意
識
の
世
界
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
考
え
て

い
た
。
し
か
し
許
さ
れ
た
紙
数
を
越
え
て
進
め
る
訳
に
も
い
か
な
い
。
況
や

物
語
の
地
の
文
と
歌
と
の
結
び
つ
き
に
よ
っ
て
歌
の
解
釈
が
限
定
さ
れ
て
い

る
こ
と
な
ど
述
べ
る
ゆ
と
り
は
無
い
。
稿
を
改
め
て
書
き
進
め
る
し
か
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
『
古
今
集
』
　
の
独
自
性
と
し
て
の
静
、
三
十
l
文
字
の
成

立
に
よ
っ
て
人
々
は
い
わ
ば
自
由
に
歌
を
作
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ

た
と
考
え
る
考
え
方
は
、
律
令
時
代
の
形
式
と
し
て
、
い
つ
の
間
に
か
表
現

形
式
の
主
流
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
短
歌
形
式
を
「
神
の
装
い
」
か
ら
解
放
し
、

人
々
の
表
現
形
式
と
し
て
、
一
方
で
は
『
毛
詩
』
序
文
に
学
び
、
一
方
で
は

「
紀
記
」
と
い
う
文
献
の
世
界
に
分
け
入
っ
て
、
神
と
人
と
を
区
別
し
て
考

え
る
こ
と
で
、
そ
の
後
明
治
に
至
る
ま
で
の
歌
作
り
の
則
る
べ
き
規
範
と
し

て
、
勅
撰
集
と
し
て
の
お
墨
付
き
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
そ
れ
以
上
踏
み
込

め
な
い
実
証
の
限
界
に
探
り
を
入
れ
て
、
揺
る
ぎ
無
い
支
え
を
与
え
続
け
て

行
っ
た
で
あ
ろ
う
、
そ
の
大
い
さ
は
掴
ま
え
得
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
歌
は

実
に
長
い
時
間
の
中
で
、
そ
の
定
型
性
を
確
立
し
、
多
く
の
人
々
に
、
心
の

言
語
化
を
可
能
に
し
て
く
れ
た
ら
し
い
。

（注）

『
子
規
全
集
』
七
巻
二
〇
～
五
〇
頁

『
古
今
和
歌
集
』
　
（
日
本
古
典
全
集
）
　
五
〇
～
五
一
貫

『
舌
代
和
歌
の
発
生
』
　
三
八
～
三
九
文

書
量
P
P
に
と
っ
て
美
と
は
な
に
か
』
　
三
六
〇
～
三
六
九
頁

『
本
居
宣
長
全
集
』
　
二
巻
「
あ
し
わ
け
を
ぶ
ね
」
四
二
～
四
三
貢

『
職
業
と
し
て
の
政
治
』
岩
波
文
庫
本
十
二
～
十
三
貢

『聖書』
『
ツ
ァ
ラ
ツ
ス
ト
ラ
』
角
川
文
庫
本
二
〇
貢

注
（
3
）
　
に
同
じ
。
五
～
九
貢

古
橋
に
よ
れ
ば
「
生
産
叙
事
」
と
は
小
野
重
朗
の
造
語
ら
し
い
。

『
美
に
つ
い
て
』
　
八
六
貢

『
現
代
の
思
想
』
　
六
六
～
七
七
貢

『
日
本
書
紀
』
推
古
十
二
年
夏
四
月
粂

『
古
代
和
歌
私
論
』
「
藤
原
謙
足
歌
の
語
る
も
の
」
　
二
二
七
貢

『
折
口
信
夫
全
集
』
十
六
巻
二
五
四
～
二
五
五
頁

『
毛
詩
抄
』
岩
波
書
店
一
巻
十
一
～
十
五
貢


