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中
原
中
也
⽛
サ
ー
カ
ス
⽜
に
お
け
る
⽛
模
擬
授
業
⽜
研
究

―
⽛
郷
愁
⽜⽛
失
恋
⽜
た
る
主
題
に
隠
匿
さ
れ
た
⽛
批
判
性
⽜
と
⽛
子
守
歌
⽜
―

荒

木

美
智
雄

序（
模
擬
授
業
、詩⽛
サ
ー
カ
ス
⽜に
お
け
る⽛
現
在
地
⽜）

北
海
学
園
大
学
で
の
講
義
⽛
教
育
実
習
実
践
指
導
Ⅰ
⽜（
⚕
講
義

目
及
び
⚖
講
義
目
）
を
二
〇
一
七
年
六
月
五
日
に
行
っ
た
。
そ
の

時
の
⽛
実
践
記
録
⽜
及
び
⽛
教
材
の
研
究
⽜
を
ま
と
め
た
⽛
論
考
⽜

で
あ
る
。
模
擬
授
業
を
一
人
五
〇
分
で
実
施
し
、
そ
の
後
⽛
講
評
⽜

に
つ
い
て
参
加
学
生
た
ち
と
授
業
の
振
り
返
り
を
実
施
し
た
。
そ

の
時
の
⽛
単
元
⽜
教
材
は
、⽛
中
原
中
也
の
詩
〈
サ
ー
カ
ス
〉⽜
で

あ
る
。

詩
は
、
模
擬
授
業
の
場
合
、
小
説
⽛
羅
生
門
⽜
や
評
論
⽛
水
の

東
西
⽜
な
ど
と
比
較
す
れ
ば
、
作
品
自
体
が
最
適
な
長
さ
で
あ
り
、

教
え
る
側
か
ら
も
、
ま
た
教
わ
る
側
か
ら
も
教
材
化
に
適
し
た
一

ま
と
ま
り
の
⽛
単
元
⽜
と
な
っ
て
い
て
、⽛
模
擬
授
業
⽜
と
し
て
は
、

発
問
も
出
し
易
い
教
材
で
あ
る
。

⚕
・
⚖
講
義
目
の
特
徴
で
は
、
二
人
と
も
授
業
者
の
実
践
⽛
模

擬
授
業
⽜
の
中
で
、
示
唆
さ
に
富
む
意
見
が
多
く
出
さ
れ
、
様
々
な

問
題
点
を
明
快
に
指
摘
し
て
い
た
点
を
あ
げ
た
い
。
そ
れ
を
従
来

の
詩
⽛
教
材
研
究
⽜
論
と
充
分
に
精
査
し
、
実
践
記
録
と
し
て
纏
め

て
み
た
い
と
い
う
思
い
に
駆
ら
れ
記
す
こ
と
と
し
た
。
詩
の
⽛
模

擬
授
業
⽜
自
体
は
、
比
較
的
に
扱
い
や
す
い
が
、
そ
の
取
り
上
げ
る

⽛
作
品
⽜
に
よ
っ
て
、⽛
西
脇
順
三
郎
⽜
や
⽛
立
原
道
造
⽜
な
ど
詩
は
、

難
解
な
も
の
も
多
く
存
在
す
る
。
高
校
の
教
科
書
に
ど
ん
な
詩
人

の
ど
ん
な
作
品
が
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
の
か
を
探
っ
て
み
る
と
、
こ

ん
な
結
果
（
次
頁
）
で
あ
る
。
一
番
多
い
掲
載
は
、
や
は
り
中
原
中
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也
で
あ
っ
た
。⽛
教
科
書
採
用
⽜
の
資
料
を
掲
載
す
る
。

詩
人
別
教
科
書
（
国
語
総
合
）
掲
載
の
数
〈
註
⚑
〉

⚑
位

中
原
中
也

15
社

(⽛
サ
ー
カ
ス
⽜
⚕
社
⽛
一
つ
の
メ
ル
ヘ
ン
⽜⽛
汚
れ
ち
ま

つ
た
悲
～
⽜
各
⚒
社
⽛
月
夜
の
浜
辺
⽜
⚑
社
等
）

⚒
位

高
村
光
太
郎

12
社

(⽛
道
程
⽜⚔
社⽛
ぼ
ろ
ぼ
ろ
な
駝
鳥
⽜⽛
あ
ど
け
な
い
話
⽜

⽛
レ
モ
ン
哀
歌
⽜⽛
鯰
⽜
各
⚑
社
等
）

⚓
位

茨
木
の
り
子

⚗
社

(⽛
六
月
⽜⽛
わ
た
し
が
一
番
き
れ
い
～
時
⽜
各
⚒
社
等
）

⚔
位

谷
川
俊
太
郎

⚗
社

（⽛
二
十
億
光
年
の
孤
独
⽜
⚕
社
⽛
は
る
⽜
⚑
社
等
）

⚕
位

石
垣
り
ん

⚖
社
(⽛
シ
ジ
ミ
⽜
⚓
社
⽛
崖
⽜
⚓
社
）

⚖
位

三
好
達
治

⚖
社

（⽛
甃
の
う
へ
⽜
⚔
社
⽛
乳
母
車
⽜⽛
雪
⽜
各
⚑
社
）

⚗
位

萩
原
朔
太
郎

⚔
社

（⽛
お
よ
ぐ
人
⽜⽛
猫
⽜⽛
遺
伝
⽜⽛
旅
上
⽜
各
⚑
社
）

⚘
位

宮
澤
賢
治

⚓
社

（⽛
永
訣
の
朝
⽜⽛
岩
手
山
⽜⽛
高
原
⽜
各
⚑
社
）

⚙
位

吉
野
弘
・
吉
原
幸
子
・
室
生
犀
星
・
田
村
隆
一

各
⚒
社

こ
の
統
計
は
、
二
〇
〇
六
年
当
時
の
高
校
の
⽛
国
語
総
合
⽜
で

あ
る
た
め
、
現
在
と
の
乖
離
も
あ
り
、⽛
現
代
文
⽜
も
含
め
れ
ば
、

若
干
異
な
る
結
果
も
想
像
さ
れ
る
が
、
傾
向
及
び
特
徴
は
、
凡
そ

把
握
で
き
る
と
思
う
。

中
原
中
也
は
、
教
師
サ
イ
ド
だ
け
で
な
く
、
高
校
生
に
も
非
常

に
人
気
あ
り
、
教
え
易
い
傾
向
に
あ
る
作
品
。
し
か
し
、
作
品
自

体
に
は
数
々
の
⽛
謎
⽜
が
深
く
存
在
し
、
そ
の
⽛
謎
⽜
を
起
点
と

し
て
発
問
を
駆
使
す
れ
ば
、
興
味
深
い
授
業
が
⽛
成
立
⽜
す
る
。

そ
の
た
め
に
は
当
然
、
中
原
中
也
の
深
淵
な
る
謎
の
難
解
さ
を
超

越
す
る
必
要
が
あ
る
の
だ
が
。

し
か
し
な
が
ら
、⽛
作
品
論
⽜
以
上
に
⽛
作
家
論
⽜
と
し
て
固
執

し
て
し
ま
え
ば
、
更
な
る
数
多
く
の
難
問
が
待
ち
構
え
て
い
る
。

今
回
は
、⽛
模
擬
授
業
⽜
の
取
り
扱
い
な
の
で
、⽛
作
品
論
⽜
と
し

て
論
じ
る
が
、
そ
の
前
に
、
中
原
中
也
の
詩
人
と
し
て
の
特
徴
を

考
察
す
る
前
提
と
し
て
⽛
詩
⽜
の
難
解
性
の
構
造
を
指
摘
し
て
お

き
た
い
。
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⚑
⽛
詩
の
創
作
⽜
の
核
心
に
よ
る
⽛
語
感
⽜
と
読
者

の
⽛
語
意
⽜
と
い
う
乖
離

中
原
中
也
の
人
物
像
を
論
究
す
る
前
に
、詩
人
自
身
に
よ
る⽛
創

作
過
程
の
核
心
⽜
に
つ
い
て
、
少
し
⽛
私
論
⽜
を
述
べ
た
い
。
な

ぜ
な
ら
、⽛
詩
⽜と
い
う
も
の
が
評
論
や
小
説
以
上
に
難
解
で
あ
り
、

特
に
現
代
詩
は
理
解
で
き
な
い
と
、
人
々
か
ら
多
く
の
声
を
聞
く

か
ら
で
あ
る
。
詩
（
特
に
現
代
詩
）
は
、
ど
う
し
て
理
解
す
る
前

に
困
難
な
〈
壁
〉
が
存
在
す
る
の
か
。
そ
れ
を
見
事
に
解
説
し
て

く
れ
た
の
が
、
詩
人
の
佐
藤
春
夫
の
朝
日
新
聞
記
事
⽛
現
代
詩
は

な
ぜ
難
解
か
⽜
で
あ
っ
た
〈
註
⚒
〉。

⽛
す
べ
て
の
詩
人
は
、
語
感
に
よ
っ
て
詩
を
書
い
て
い
る
。
そ

れ
を
読
む
人
は
い
つ
も
語
意
を
た
ど
っ
て
読
も
う
と
す
る
た
め

に
わ
か
り
に
く
い
⽜（
傍
線
は
筆
者
）

私
た
ち
読
者
（
特
に
国
語
教
師
）
は
、
常
に
⽛
詩
⽜
の
語
意
に

従
っ
て
、
そ
の
意
味
を
理
解
し
よ
う
と
努
力
す
る
が
、⽛
語
意
⽜
に

縁
取
ら
れ
た
⽛
現
代
詩
⽜
は
、
そ
の
理
解
を
拒
否
し
つ
つ
、
私
た

ち
の
前
に
佇
む
。
国
語
の
授
業
で
も
全
く
同
様
に
⽛
語
意
⽜
の
把

握
を
至
上
命
題
と
し
て
主
題
把
握
を
行
っ
て
し
ま
い
、
特
に
現
代

詩
の
取
り
扱
い
で
は
、
難
解
な
詩
を
避
け
、
教
え
や
す
い
教
材
化

だ
け
の
授
業
化
な
ど
、⽛
不
幸
な
出
会
い
⽜
を
生
徒
に
さ
せ
て
し
ま

う
。
こ
の
⽛
語
意
⽜
の
把
握
で
詩
を
理
解
す
る
こ
と
の
陥
穽
を
、
現

代
詩
人
の
井
坂
洋
子
も
ま
た
⽛
詩
は
説
明
を
嫌
う
。（
詩
は
）
短
歌

や
俳
句
の
定
型
や
約
束
事
も
な
く
、
対
象
へ
最
も
早
く
、
自
由
に

切
り
込
ん
で
い
く
。（
略
）
説
明
を
削
り
に
削
っ
た
、
最
低
限
の
こ

と
ば
で
あ
る
が
、
な
ぜ
想
像
力
の
よ
り
大
き
な
、
強
い
は
ば
た
き
を

う
む
の
か
、（
詩
は
）
不
思
議
な
作
物
で
あ
る
⽜（
括
弧
内
の
説
明
は

筆
者
）
と
明
言
す
る
〈
註
⚓
〉。
説
明
を
拒
む
詩
を
⽛
語
意
⽜
で
〈
な
ぜ
な

ぜ
〉と
読
み
解
く
こ
と
の
限
界
性
は
、危
険
な
問
題
を
孕
ん
で
い
た
。

こ
れ
は
、
詩
だ
け
で
な
く
、
小
説
の
授
業
で
も
国
語
教
師
一
般

に
見
ら
れ
る
限
界
性
で
も
あ
る
。
そ
の
限
界
と
は
、⽛
小
説
⽜
の
文

脈
を
た
だ
⽛
な
ぜ
⽜
と
い
う
語
意
に
拘
束
さ
れ
、
謎
解
き
の
ご
と

く
小
説
を
読
み
取
る
⽛
授
業
⽜
が
蔓
延
し
、
そ
の
瑕
疵
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
点
と
重
な
る
。。
小
説
の
本
質
と
は
、構
造
的
な〈
虚
構
〉

と
い
う
⽛
物
語
⽜
で
あ
る
故
に
描
写
さ
れ
た
⽛
背
景
⽜⽛
時
代
⽜⽛
場
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所
⽜
ま
た
⽛
隠
喩
⽜
と
し
て
表
現
さ
れ
る
、
隠
さ
れ
た
⽛
意
味
⽜

を
映
像
や
描
写
の
中
で
鑑
賞
す
る
〈
芸
術
〉
た
る
営
み
で
あ
る
。

こ
の
営
み
に
つ
い
て
⽛
教
育
と
は
芸
術
的
創
造
⽜
を
主
張
し
た
の

が
斎
藤
喜
博
で
あ
っ
た
〈
註
⚔
〉。

し
た
が
っ
て
⽛
物
語
⽜
の
形
象
を
豊
か
に
、
ま
た
深
く
鑑
賞
（
芸

術
的
創
造
の
内
実
化
）
す
べ
き
⽛
過
程
⽜
を
な
ぜ
の
⽛
語
意
⽜
中

心
に
読
解
す
れ
ば
、
作
品
の
真
の
価
値
を
見
失
う
で
あ
ろ
う
と
、

私
は
考
え
る
の
だ
が
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
国
語
教
師

（
高
校
）
の
陥
穽
に
つ
い
て
、
あ
る
大
学
の
教
授
か
ら
も
同
様
の
指

摘
が
な
さ
れ
た
こ
と
を
私
は
忘
れ
ら
れ
な
い
。

高
校
の
国
語
教
師
は
、な
ぜ
な
ぜ
と
小
説
を
読
む
傾
向
に
あ
る
。

大
事
な
こ
と
は
、
小
学
校
の
先
生
の
よ
う
に
形
象
豊
か
に
⽛
作

品
⽜
を
読
み
取
る
べ
き
だ
。

こ
の
指
摘
を
行
っ
た
東
京
学
芸
大
学
の
千
田
洋
幸
は
、
国
語
教

室
の
場
で
は
教
師
と
生
徒
が
共
に
⽛
意
味
と
い
う
病
⽜
に
取
り
憑

か
れ
、⽛
意
味
と
理
解
の
帝
国
⽜
化
し
て
い
る
と
指
摘
し
、
警
鐘
を

鳴
ら
し
て
い
た
こ
と
は
、
極
め
て
示
唆
的
で
あ
ろ
う
〈
註
⚕
〉。

⚒

大
岡
昇
平
の
中
原
中
也
に
対
す
る
⽛
人
物
像
⽜

理
解
に
お
け
る
課
題
意
識

で
は
、
か
な
り
脱
線
し
た
が
、
こ
こ
で
⽛
詩
⽜
と
⽛
作
家
論
⽜

に
戻
し
た
い
。

中
原
中
也
の
詩
を
理
解
す
る
大
前
提
と
し
て
、
大
岡
昇
平
が
立

て
た
基
本
的
な
⽛
課
題
意
識
⽜
が
糸
口
に
な
る
の
で
、
そ
こ
か
ら

論
究
し
た
い
。

中
原
の
不
幸
は
果
た
し
て
人
間
と
い
う
存
在
の
根
本
的
条
件
に

根
拠
を
持
っ
て
い
る
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、
人
間
誰
で
も
中
原

の
よ
う
に
不
幸
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
か
。
お
そ
ら

く
答
え
は
否
定
的
で
あ
ろ
う
が
、そ
れ
な
ら
彼
の
不
幸
な
詩
が
、

今
日
こ
れ
ほ
ど
人
々
の
共
感
を
喚
び
醒
ま
す
の
は
何
故
で
あ
る

か
。

(⽛
中
原
中
也
伝
─
揺
籃
⽜
一
九
四
九
・
八
、⽛
文
芸
⽜
初
出
。
傍

線
は
筆
者
。
二
つ
の
課
題
提
起
。）

中
原
の
⽛
不
幸
⽜
に
つ
い
て
ど
う
評
価
す
べ
き
か
と
い
う
問
題
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は
、
そ
の
人
の
時
代
背
景
と
と
も
に
、
そ
の
人
物
と
の
関
わ
り
合

い
方
に
依
拠
す
る
。
そ
の
人
た
ち
と
は
、
お
お
よ
そ
四
世
代
の
分

類
が
可
能
と
な
る
。

〈
第
一
に
〉
中
原
中
也
と
同
世
代
の
大
岡
昇
平
、
小
林
秀
雄
そ
し

て
河
上
徹
太
郎
が
い
る
。〈
次
に
〉
中
原
の
詩
を
心
の
支
え
と
し

て
学
徒
出
陣
し
た
中
村
稔
や
い
い
だ
も
も
等
が
続
く
。〈
第
三
に
〉

戦
中
生
ま
れ
で
、
敗
戦
後
中
原
の
詩
を
読
ん
だ
グ
ル
ー
プ
で
、
秋

山
駿
や
大
岡
信
。〈
最
後
に
〉
第
四
世
代
の
⽛
戦
後
詩
⽜（⽝
荒
地
⽞

⽝
櫂
⽞
等
）
と
呼
ば
れ
て
初
め
て
詩
を
書
い
た
作
家
た
ち
で
あ
る
。

中
原
と
同
世
代
の
人
々
は
、
中
也
の
強
烈
な
個
性
に
掻
き
回
さ

れ
、
三
十
歳
で
早
逝
し
た
彼
を
⽛
不
幸
⽜
と
評
す
る
の
は
十
分
理

解
が
で
き
、
大
岡
昇
平
な
ど
は
、
生
涯
に
渡
っ
て
⽛
中
原
中
也
論
⽜

を
執
筆
す
る
キ
ッ
カ
ケ
と
な
っ
た
。

し
か
し
、私
た
ち
授
業
者
や
講
義
を
受
け
る
現
代
の
大
学
生
は
、

⽛
不
幸
論
⽜
に
惑
わ
さ
れ
ず
に
中
原
中
也
そ
の
も
の
の
⽛
作
品
論
⽜

か
ら
論
ず
る
べ
き
で
あ
る
の
は
、
当
然
と
し
て
、
彼
の
魅
力
が
、

彼
の
言
わ
ば
〈
悲
し
み
〉
に
満
ち
た
⽛
生
い
立
ち
⽜
が
影
響
し
て

い
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
事
実
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
大
岡
昇
平
の
も
う
一
つ
の
課
題
意
識
の
⽛
中
原
中
也
の

魅
了
す
る
詩
の
理
由
⽜
に
つ
い
て
深
く
論
究
し
て
行
き
た
い
。
中

原
中
也
と
距
離
を
置
き
、
客
観
化
で
き
る
第
四
世
代
た
る
詩
人
・

評
論
家
、
佐
々
木
幹
郎
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
吉
田
凞
生
と
の
対
談

に
お
い
て
次
の
特
徴
二
点
を
あ
げ
⽛
中
也
論
⽜
を
論
じ
て
い
る
〈
註
⚖
〉。

そ
れ
は
、
①
中
原
中
也
の
〈
う
た
〉
の
本
質
が
⽛
口
語
自
由
詩
⽜

で
あ
り
、
②
中
原
中
也
の
根
底
に
あ
る
⽛
喪
失
感
⽜
だ
と
佐
々
木

幹
郎
は
、
明
快
に
強
調
す
る
。
こ
れ
ら
を
探
究
し
て
み
た
い
。

⚓

中
原
中
也
の
特
徴
た
る
⽛
口
語
自
由
詩
⽜
と
⽛
喪

失
感
⽜

（
⚑
)
中
原
中
也
の
特
徴
た
る⽛
定
数
律
⽜を
含
む⽛
口
語
自
由
詩
⽜

の
魅
力

最
初
の
①⽛
口
語
自
由
詩
⽜
と
い
う
特
徴
に
つ
い
て
は
、
口
語
詩

で
あ
る
が
、
自
由
詩
で
は
な
く
、⽛
口
語
定
数
律
⽜
詩
で
は
な
い
の

か
と
い
う
反
論
が
あ
る
〈
註
⚗
〉。
文
語
定
型
の
伝
統
的
な
短
歌
・
俳
句
か

ら
、
い
か
に
⽛
近
代
詩
⽜
を
確
立
す
る
の
か
と
い
う
至
上
命
題
に

対
し
て
、
中
原
中
也
は
そ
の
⽛
定
数
律
⽜
と
い
う
定
型
に
い
わ
ば

絶
対
的
な
自
由
で
あ
る
詩
精
神
を
委
ね
て
し
ま
っ
た
と
陥
穽
を
指
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摘
す
る
論
者
は
少
な
く
な
い
。
そ
の
一
人
で
あ
る
河
上
徹
太
郎
に

こ
う
言
わ
し
め
た
言
葉
が
あ
る
。

凡
そ
詩
と
い
う
も
の
は
詩
人
に
と
っ
て
、⽛
自
己
に
反
し
た
⽜
も

の
で
あ
る
が
、
中
原
は
矢
張
り
彼
独
特
の
方
法
で
彼
自
身
に
反

し
た
詩
を
書
い
た
男
だ
っ
た
。

（⽛
中
原
中
也
の
手
紙
⽜⽝
文
学
界
⽞
昭
和
十
三
年
十
月
号
）

こ
の
問
題
は
、
埴
谷
雄
高
も
⽝
死
霊
⽞
の
中
で
⽛
自
同
律
の
不

快
⽜
と
指
摘
し
つ
つ
、⽛
口
語
か
つ
定
数
律
⽜
の
詩
を
批
判
す
る
上

で
⽛
短
歌
・
俳
句
⽜
の
残
滓
を
用
い
る
こ
と
は
、
時
代
逆
行
の
⽛
詩

論
⽜
と
考
え
る
文
学
者
た
ち
に
、
私
は
注
目
し
た
い
。
し
か
も
、

詩
の
⽛
定
数
律
⽜
に
お
い
て
、
演
歌
の
歌
詞
に
多
用
さ
れ
る
と
り

わ
け
⽛
七
五
調
⽜
は
、
特
に
大
衆
受
け
の
⽛
俗
情
⽜
に
陥
れ
る
も

の
で
あ
り
、
純
粋
な
⽛
詩
情
⽜
を
損
な
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ

う
。し

か
し
、
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
⽛
口
語
定
数
律
⽜
の
詩
は
、
ダ

ダ
イ
ズ
ム
と
同
時
に
⽛
道
化
⽜
化
を
基
軸
と
し
て
の
詩
情
の
⽛
音

律
⽜
は
、
困
難
な
時
代
を
生
き
る
中
原
自
身
や
私
た
ち
も
含
め
て

心
癒
す
⽛
子
守
歌
⽜
に
昇
華
す
る
⽛
詩
⽜
に
な
り
得
る
は
ず
だ
と

佐
々
木
幹
郎
は
敢
え
て
強
調
す
る
。
中
也
に
は
、〈
散
文
〉
と
い
う

形
式
は
相
応
し
く
な
く
、
彼
の
詩
が
成
立
す
る
場
所
は
、
人
々
が

日
常
で
使
う
、
弛
緩
的
な
⽛
口
語
体
⽜
の
中
し
か
存
在
し
な
い
。

そ
れ
こ
そ
が
、
一
方
に
⽛
道
化
⽜
を
誘
い
な
が
ら
、
他
方
に
⽛
皮

肉
⽜⽛
宗
教
的
な
神
⽜
を
織
り
交
ぜ
、〈
う
た
〉
を
奏
で
る
の
で
あ

ろ
う
。
私
は
、
佐
々
木
幹
郎
の
こ
の
達
見
に
注
目
し
た
い
。

こ
の
中
也
の
詩
は
、
短
歌
の
石
川
啄
木
や
童
話
作
家
・
詩
人
の

宮
沢
賢
治
と
類
似
す
る
点
が
あ
る
と
、
私
は
痛
感
す
る
。
啄
木
の

歌
は
、
専
門
家
た
る
歌
人
に
高
い
評
価
を
受
け
な
い
が
、
万
人
の

圧
倒
的
な
支
持
を
得
る
。
賢
治
の
詩
な
ど
も
荒
川
洋
治
は
詩
を
通

し
て⽛
詩
に
あ
ら
ず
⽜と
批
判
す
る
〈
註
⚘
〉。
し
か
し
、多
く
の
賢
治
フ
ァ

ン
が
愛
誦
す
る
詩
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
確
証
す
る
例
と
し

て
、
佐
々
木
幹
郎
と
吉
田
凞
生
が
対
談
で
語
っ
て
い
る
論
点
が
大

変
興
味
深
い
。
特
に
映
画
の
場
面
で
も
中
原
中
也
の
詩
⽛
曇
天
⽜

（
演
歌
調
な
韻
律
）
が
引
用
さ
れ
、
妙
に
適
応
し
て
い
る
と
い
う
。

大
島
渚
の
映
画⽛
日
本
春
歌
考
⽜で
主
役
が
中
原
中
也
の
詩⽛
曇

天
⽜
を
呟
く
と
、
そ
の
ワ
ン
シ
ー
ン
が
語
感
や
韻
律
で
膨
ら
み
、

俗
的
な
言
葉
が
身
体
感
覚
を
通
し
て
映
像
が
生
か
さ
れ
、
日
常
に
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非
日
常
（
中
也
の
世
界
観
）
を
演
出
す
る
効
果
を
生
じ
さ
せ
る
と
、

対
談
で
幹
郎
は
語
る
。
同
様
に
、
凞
生
は
麻
雀
で
友
人
の
一
人
が

⽛
春
日
狂
想
⽜
を
口
ず
さ
ん
で
い
る
姿
が
強
烈
に
印
象
を
刻
ん
で

い
る
と
も
語
る
。
こ
れ
ら
か
ら
、
人
そ
れ
ぞ
れ
に
共
通
す
る
内
奥

た
る
⽛
琴
線
⽜
に
触
れ
る
何
か
が
、
中
也
の
詩
に
存
在
す
る
の
だ

と
私
は
考
え
る
の
だ
が
、
ど
う
だ
ろ
う
か
。

（
⚒
)
生
活
を
通
底
し
た
る
⽛
放
心
⽜
と
い
う
⽛
喪
失
感
⽜

で
は
、
次
に
中
原
中
也
の
②⽛
喪
失
感
⽜
を
見
て
い
こ
う
。

中
也
を
⽛
不
幸
⽜
と
い
う
視
点
で
課
題
意
識
の
先
陣
を
切
っ
た

の
は
、
大
岡
昇
平
で
あ
る
。
前
述
し
た
箇
所
の
論
点
は
二
点
、
第

一
に
⽛
人
間
は
誰
で
も
中
原
の
よ
う
に
不
幸
に
な
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
も
の
な
の
か
⽜
第
二
に
⽛
彼
の
不
幸
な
詩
が
今
日
こ
れ
ほ

ど
人
々
の
共
感
を
喚
び
醒
ま
す
の
は
何
故
で
あ
る
か
⽜
と
い
う
こ

と
で
あ
っ
た
。
大
岡
昇
平
の
叙
述
す
る
⽛
不
幸
⽜
は
、
中
也
と
同

時
世
代
の
特
有
な
疑
問
で
あ
り
、
中
村
稔
が
指
摘
す
る
ま
で
も
な

く
、
私
も
ま
た
困
惑
を
感
じ
て
し
ま
う
〈
註
⚙
〉。

さ
ら
に
中
也
を
⽛
無
垢
⽜（
純
粋
）
と
評
し
た
江
藤
淳
の
見
解
〈
註
10
〉に

も
、
佐
々
木
幹
郎
は
対
談
で
⽛
不
幸
⽜
と
同
様
に
違
和
感
を
感
じ

る
と
語
る
。
彼
は
中
也
が
早
熟
な
女
性
関
係
を
経
験
し
つ
つ
放
蕩

息
子
な
る
が
故
に
、
そ
の
精
神
構
造
を
⽛
放
心
⽜
と
指
摘
す
る
。

そ
こ
に
は
、
破
壊
衝
動
に
近
い
考
え
を
含
み
、
大
岡
昇
平
は
そ
の

中
也
の
行
動
を
⽛
邪
悪
⽜
と
規
定
す
る
の
も
当
然
と
推
察
で
き
る
。

多
く
の
人
々
に
言
わ
れ
た
⽛
無
垢
⽜
と
⽛
邪
悪
⽜
の
両
極
を
彷
徨
っ

て
い
た
精
神
を
⽛
放
心
⽜
と
い
う
言
葉
で
架
橋
す
れ
ば
、
中
也
が

⽛
人
生
に
衝
突
す
る
様
に
、
詩
に
も
衝
突
し
た
詩
人
⽜（⽛
中
原
中
也

の
思
い
出
⽜）
と
小
林
秀
雄
が
語
る
言
葉
の
基
軸
が
一
層
リ
ア
ル

に
理
解
で
き
る
は
ず
だ
。

⽛
放
心
⽜
の
精
神
構
造
が
も
た
ら
す
⽛
対
人
圏
⽜（
中
也
の
言
辞
）

の
中
で
怒
り
と
口
論
の
果
て
に
生
じ
る
倦
怠
感
と
悲
傷
感
に
見
舞

わ
れ
、
常
に
孤
独
で
あ
り
、⽛
喪
失
感
⽜
が
支
配
し
て
い
た
。
そ
れ

を
癒
す
の
が
天
性
の
詩
の
創
作
で
あ
り
、⽛
物
語
⽜
と
い
う
原
郷
に

憧
れ
る
⽛
子
守
歌
⽜
の
⽛
口
語
自
由
詩
⽜
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、

⽛
物
語
⽜
と
〈
う
た
〉
が
分
裂
す
る
前
の
⽛
原
始
人
の
物
語
⽜
と
い

え
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
と
佐
々
木
幹
郎
は
補
完
す
る
。
こ
の
指

摘
に
は
私
も
基
本
的
に
賛
同
し
た
い
。

こ
こ
で
中
原
中
也
の
詩
の
特
徴
と
し
て
①⽛
口
語
自
由
詩
⽜
②
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⽛
喪
失
感
⽜
に
加
え
、
さ
ら
に
二
点
補
足
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は

③
視
覚
的
効
果
の
詩
編
集
（
音
楽
性
や
身
体
的
感
覚
）
と
④
新
た

な
⽛
詩
的
言
語
⽜
の
豊
潤
さ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
解
析
を

試
み
、
論
を
補
完
し
て
い
き
た
い
。

⚔

視
覚
的
効
果
の
詩
編
集
と
い
う
⽛
詩
的
言
語
⽜

豊
潤
さ
と
は

（
⚑
)
視
覚
的
効
果
の
詩
編
集

③
の
⽛
視
覚
的
効
果
の
詩
編
集
⽜
と
は
、
詩
の
編
集
作
業
で
行

わ
れ
た
⽛
読
点
排
除
の
余
白
⽜⽛
連
ご
と
の
行
揃
え
⽜⽛
Ｖ
字
型
の

段
差
に
よ
る
行
変
え
⽜
な
ど
多
種
多
様
な
視
覚
効
果
の
織
り
な
す

演
出
の
こ
と
で
あ
る
。

⽛
サ
ー
カ
ス
⽜
の
詩
は
、
そ
れ
を
巧
み
に
駆
使
し
て
表
現
す
る
。

⽛
サ
ー
カ
ス
⽜
の
詩
以
外
で
も
、
中
原
中
也
の
詩
に
は
、
各
行
の

始
ま
り
を
す
べ
て
均
一
に
揃
え
ず
、
微
妙
に
一
字
、
二
字
下
げ
を

行
っ
た
り
、
詩
⽛
曇
天
⽜
の
⽛
あ
る
朝

僕
は

空
の

中
に
⽜

の
如
く
余
白
の
区
切
れ
（
文
節
毎
）
を
入
れ
た
り
と
、
多
彩
な
⽛
視

覚
的
効
果
⽜
を
狙
っ
た
詩
の
編
集
を
行
な
っ
て
い
る
。
こ
の
中
原

中
也
の
こ
の
試
み
に
つ
い
て
、
吉
田
凞
生
が
⽛
朝
の
歌
⽜
を
俎
上

に
取
り
上
げ
て
、
詳
細
に
論
究
し
て
い
る
〈
註
11
〉。
興
味
深
い
解
析
で
あ

る
。吉

田
は
⽛
朝
の
歌
⽜
に
お
け
る
三
作
品
、⽛
初
出
⽜（
昭
和
三
年

八
月
）
と
⽛
再
出
⽜（
昭
和
四
年
十
月
）、
さ
ら
に
⽛
定
稿
⽜（
昭
和

七
年
版
※
印
刷
社
の
建
設
社
・
隆
章
閣
に
断
ら
れ
文
圃
堂
か
ら
昭

和
九
年
十
二
月
市
販
さ
れ
る
）
を
比
較
し
な
が
ら
、
そ
の
変
遷
を

考
察
し
、
結
論
と
し
て
、⽝
山
羊
の
歌
⽞
の
後
半
部
の
詩
⽛
憔
悴
⽜

⽛
い
の
ち
の
声
⽜
等
の
停
滞
感
を
改
善
す
べ
く
、
行
頭
の
句
間
の
空

白
、
つ
ま
り
⽛
間
⽜
を
表
現
す
る
こ
と
で
視
覚
的
・
音
声
的
リ
ズ

ム
を
創
出
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
し
て
い
る
。

特
に
⽛
サ
ー
カ
ス
⽜
の
場
合
、
各
行
頭
の
二
字
下
り
や
そ
の
連

続
下
り
、⽛
Ｖ
字
⽜
の
行
頭
は
、⽝
山
羊
の
歌
⽞
の
発
刊
を
試
み
、

そ
の
編
集
作
業
に
徹
し
、
様
々
な
改
変
・
編
集
を
行
な
っ
た
時
の

も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
企
み
は
き
わ
め
て
顕
著
だ
。

そ
の
⽛
改
行
の
創
意
工
夫
⽜
は
、
ま
さ
に
⽛
ブ
ラ
ン
コ
曲
芸
⽜

の
揺
れ
を
視
覚
的
に
演
出
し
、
詩
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
効
果
を

図
っ
て
い
る
。
こ
の
様
な
効
果
は
、
全
て
の
詩
に
施
し
た
わ
け
で

は
な
く
、
詩
を
厳
選
し
な
が
ら
も
そ
の
演
出
を
中
也
は
意
欲
的
に
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試
み
て
い
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

（
⚒
)
中
原
中
也
の
変
幻
自
在
の
⽛
詩
的
言
語
⽜
た
る
豊
潤
さ

⽛
詩
的
言
語
⽜
で
は
、
宮
沢
賢
治
（⽝
春
と
修
羅
⽞）
同
様
に
様
々

な
⽛
詩
的
言
語
⽜
が
独
特
に
多
用
さ
れ
、
そ
の
豊
潤
さ
は
、
中
也

の
詩
の
難
解
さ
と
同
時
に
神
秘
に
満
ち
た
中
也
の
⽛
詩
界
⽜
を
醸

し
出
す
。
例
え
ば
⽛
サ
ー
カ
ス
⽜
の
最
も
有
名
な
オ
ノ
マ
ト
ペ
の

⽛
ゆ
あ
ー
ん

ゆ
よ
ー
ん

ゆ
や
ゆ
よ
ん
⽜で
あ
る
。
こ
れ
は
、⽛
未

刊
詩
篇
⽜
の
詩
⽛
砂
漠
⽜
の
一
節
⽛
陽
炎
は
、
襞
な
す
砂
に
／
ゆ

ら
ゆ
れ
る
⽜（
一
九
四
九
年
八
月
号
⽛
文
芸
⽜
初
出
。
草
稿
よ
り
）、

と
類
似
表
現
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
使
っ
て
い
な

い
。⽛
サ
ー
カ
ス
⽜（
昭
和
四
年
一
九
二
九
年
十
月
号
⽝
生
活
者
⽞）

と
同
様
に
有
名
な
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
、⽛
春
の
夕
暮
れ
⽜
の
中
の
隠
喩

⽛
ト
タ
ン
が
セ
ン
ベ
イ
食
べ
て
⽜
以
上
に
⽛
ポ
ト
ホ
ト
と
野
の
中
の

伽
藍
は
紅
く
⽜
の
擬
態
語
⽛
ポ
ト
ホ
ト
⽜
で
あ
る
。

本
来
な
ら
二
字
連
続
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
で
あ
る⽛
ポ
ト
ポ
ト
⽜ま
た

は⽛
ホ
ト
ホ
ト
⽜で
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
を
、
中
也
は
あ
え
て
⽛
ポ
ト

ホ
ト
⽜
と
半
濁
音
を
一
箇
所
に
限
定
し
、
二
回
目
は
⽛
ホ
ト
⽜
に

戻
す
効
果
は
、
謎
め
く
⽛
中
原
中
也
の
世
界
⽜
へ
と
誘
っ
て
い
く
。

詩
⽛
言
葉
な
き
歌
⽜
で
使
用
し
た
⽛
あ
れ
⽜
な
ど
は
、
格
好
の

⽛
詩
的
言
語
⽜
と
重
な
る
論
争
的
な
⽛
謎
⽜
で
あ
り
、
ま
た
、⽛
サ
ー

カ
ス
⽜
の
中
で
も
、⽛
黄
色
い
戦
争
⽜⽛
安
値
（
や
す
）
い
り
ぼ
ん
⽜

⽛
落
下
傘
女
⽜
な
ど
も
難
解
さ
と
と
も
に
そ
の
神
秘
な
詩
的
言
語

の
世
界
に
足
を
踏
み
入
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
詳
細
は
、⽛
ゆ
あ
ー

ん
⽜
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
謎
も
含
め
て
次
の
⽛
模
擬
授
業
⽜
で
解
明

し
た
い
と
考
え
る
。

⚕
⽛
サ
ー
カ
ス
⽜
の
⽛
模
擬
授
業
⽜
の
実
践
過
程
と

そ
の
課
題

（
⚑
)
模
擬
授
業
の
⽛
単
元
指
導
目
的
⽜
や
⽛
単
元
指
導
計
画
⽜
等

こ
の
⽛
模
擬
授
業
⽜
は
⚕
・
⚖
講
義
目
に
実
施
さ
れ
、
以
下
の

よ
う
な
Ａ
⽛
単
元
指
導
目
的
⽜
Ｂ
⽛
単
元
指
導
計
画
⽜
Ｃ
⽛
本
時

の
指
導
目
標
⽜
Ｄ
⽛
本
時
の
指
導
計
画
⽜
で
あ
っ
た
。
上
下
二
段

で
⚕
講
義
目
と
⚖
講
義
目
に
分
け
掲
載
し
た
。

Ａ
⽛
単
元
指
導
目
標
⽜（
⚕
講
義
）

・
中
原
中
也
の
人
と
作
品
を
学
ぶ

Ａ
（
⚖
講
義
）

・
詩
の
音
読
、
韻
律
の
把
握
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・
音
読
し
、
リ
ズ
ム
感
や
比
喩
の
巧

さ
の
把
握

・
サ
ー
カ
ス
小
屋
の
情
景
把
握

・
詩
の
主
題
や
心
情
を
把
握

・
中
也
の
独
特
表
現
技
法
の
把
握

・
比
喩
表
現
か
ら
心
情
把
握

Ｂ
⽛
単
元
指
導
計
画
⚑
時
間
配
当
⽜

（
⚕
講
義
）

・
作
者
の
経
歴
と
作
品
テ
ー
マ
を
考

察
・
各
連
の
音
読
・
読
み
取
り

・
作
者
の
心
情
理
解

Ｂ
（
⚖
講
義
＝
⚒
時
間
配
当
）

⚑
作
者
の
動
機
を
把
握
し
独
特
な
表

現
か
ら
心
情
を
読
取

⚒
前
時
を
受
け
心
情
の
把
握

Ｃ
⽛
本
時
の
指
導
目
標
⽜（
⚕
講
義
）

・
中
也
の
経
歴
と
作
品
テ
ー
マ
を
考

察
・
各
連
の
音
読
や
読
み
取
り
を
行
う

・
作
者
の
心
情
・
主
題
把
握

Ｃ
（
⚖
講
義
）

・
詩
の
音
読
と
独
特
表
現
の
鑑
賞

・
各
連
の
詳
細
な
技
法
の
理
解

・
全
体
の
雰
囲
気
を
把
握
し
、
そ
の

根
拠
を
探
究
す
る

Ｄ
⽛
本
時
の
指
導
計
画
⽜（
⚕
講
義
）

〈
本
時
の
導
入
＝
⚑
～
⚘
の
順
〉

本
時
の
学
習
目
標
を
提
示

作
者
の
生
い
立
ち
や
著
書
の
確
認

Ｄ
（
⚖
講
義
）

〈
本
時
の
導
入
⚑
～
⚖
〉

作
者
の
幼
少
期
・
青
年
期
の
把
握

青
年
期
の
経
歴
か
ら
詩
の
動
機
が
発

生

〈
本
時
の
展
開
〉

⚑
音
読
や
字
下
げ
の
確
認

〈
本
時
の
展
開
〉

⚑
本
文
の
音
読

⚒
サ
ー
カ
ス
小
屋
の
情
景
把
握

⚓
⼦黄
色
い
戦
争
⽜
の
謎

⚔
⼦見
え
る
と
も
な
い
ブ
ラ
ン
コ
⽜

謎
⚕
⼦ゆ
あ
ー
ん
ゆ
よ
ー
ん
～
⽜
の
謎

⚖
⼦安
値
い
リ
ボ
ン
と
息
を
吐
き
⽜

⚗
⼦観
音
様
は
み
な
鰯
⽜
の
謎

⚘
⼦落
下
傘
⽜
と
小
屋
の
外
の
謎

⚒
⼦波
打
つ
構
成
⽜⽛
五
七
調
⽜の
考
察

⚓
比
喩
表
現（
オ
ノ
マ
ト
ペ
と
心
情
）

⚔
サ
ー
カ
ス
小
屋
の
描
写
は
何
の
暗

示
か

⚕
⼦空
中
ブ
ラ
ン
コ
⽜⽛
落
下
傘
⽜の
謎

⚖
最
後
⽛
主
題
⽜
の
グ
ル
ー
プ
ワ
ー

ク
（
指
導
の
留
意
点
で
詩
と
⽛
失
恋
⽜
と

の
関
連
に
気
付
か
せ
た
い
）

〈
本
時
の
ま
と
め
〉

作
者
の
心
情
と
詩
の
主
題
を
考
察

〈
本
時
の
ま
と
め
〉

サ
ー
カ
ス
小
屋
の
内
外
の
描
写
が
映

し
出
す
詩
の
主
題
を
考
察
す
る

以
上
こ
ん
な
⽛
模
擬
授
業
⽜
を
両
者
は
そ
れ
ぞ
れ
実
施
し
た
が
、

詩
の
読
解
に
つ
い
て
⽛
音
読
の
指
導
⽜
を
徹
底
的
に
行
う
よ
う
に

指
示
し
た
の
で
、そ
れ
は
充
分
達
成
さ
れ
て
い
た
と
評
価
し
た
い
。

し
か
し
、
詩
の
授
業
に
お
い
て
、
中
心
と
な
っ
て
い
る
の
が
⽛
語

意
⽜
の
指
導
が
中
心
で
あ
っ
た
。
佐
藤
春
夫
の
記
事
で
指
摘
し
た

通
り
、⽛
語
意
⽜
以
上
に
⽛
語
感
⽜
が
重
要
視
さ
れ
る
の
に
、
そ
れ

が
実
施
さ
れ
ず
大
変
残
念
で
あ
る
。（
た
だ
、⽛
語
感
⽜重
視
の⽛
授
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業
論
⽜
は
講
義
で
は
触
れ
て
い
な
い
。）

模
擬
授
業
で
は
、⽛
語
句
の
意
味
は
？
⽜⽛
そ
の
表
現
は
な
ぜ
⽜

⽛
そ
の
心
情
は
⽜
と
あ
く
ま
で
⽛
な
ぜ
な
ぜ
⽜
で
発
問
を
繰
り
返
す

授
業
展
開
で
あ
り
、
詩
人
の
主
題
に
迫
る
た
め
に
は
深
刻
な
《
壁
》

が
立
ち
は
だ
か
る
は
ず
だ
。⽛
音
読
指
導
⽜
の
徹
底
を
実
施
し
た

の
だ
か
ら
、
そ
の
こ
と
を
基
底
と
し
て
、
次
に
⽛
詩
⽜
の
⽛
語
感
⽜

（
詩
の
韻
律
に
お
け
る
⽛
位
相
⽜
や
⽛
共
鳴
⽜）
を
理
解
さ
せ
る
と

い
う
目
的
の
も
と
、
キ
ー
ワ
ー
ド
に
隠
さ
れ
た
作
者
の
⽛
詩
語
の

選
択
と
い
う
動
機
付
け
⽜
や
⽛
主
題
に
関
わ
る
心
情
＝
心
の
叫
び
⽜

を
《
な
ぜ
》
の
発
問
で
は
な
く
、⽛
語
感
⽜
の
形
象
で
読
み
取
ら
せ

る
創
意
工
夫
が
必
要
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
そ
れ
が
課
題
で
あ
る

と
私
は
、
痛
感
し
た
。

付
加
す
れ
ば
、作
者
の
経
歴
は
あ
る
程
度
触
れ
ら
れ
て
い
た
が
、

詩
集
の
⽝
山
羊
の
歌
⽞
に
つ
い
て
両
⽛
模
擬
授
業
⽜
と
も
全
く
説

明
が
な
か
っ
た
点
が
課
題
と
し
て
残
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
詩
集
に

つ
い
て
こ
れ
か
ら
若
干
触
れ
て
お
き
た
い
。

（
⚒
)
詩
集
⽝
山
羊
の
歌
⽞
の
、⽛
山
羊
⽜
と
⽛
羊
⽜
が
暗
示
す
る

も
の

⽝
山
羊
の
歌
⽞
は
、
昭
和
七
年
編
集
を
終
え
、
母
か
ら
貰
っ
た
三

百
円
で
印
刷
に
か
か
っ
た
が
、
資
金
不
足
で
頓
挫
し
、
翌
年
芝
書

店
、
江
川
書
房
、
建
設
社
を
経
て
文
圃
堂
で
漸
く
引
き
受
け
て
貰

い
、
装
幀
を
高
村
光
太
郎
に
依
頼
し
、
昭
和
九
年
十
二
月
に
刊
行

さ
れ
た
。
中
也
生
前
の
唯
一
の
詩
集
で
あ
る
。⽛
初
期
詩
篇
⽜⽛
少

年
時
⽜⽛
み
ち
こ
⽜⽛
秋
⽜
そ
し
て
⽛
羊
の
歌
⽜
か
ら
な
る
五
つ
の

パ
ー
ト
を
構
成
し
、
最
後
の
⽛
羊
の
歌
⽜
は
、
詩
集
名
の
由
来
と

な
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
が
、〈
山
羊
〉の
詩
は
な
く
、〈
羊
〉

と
名
付
け
た
れ
た
最
終
詩
篇
は
、⽛
自
叙
伝
⽜
の
体
を
な
す
詩
集
と

位
置
付
け
れ
ば
、
こ
の
⽛
述
志
＝
最
後
に
志
を
述
べ
る
こ
と
で
詩

集
全
体
に
ま
と
め
を
与
え
る
も
の
⽜（
大
岡
昇
平
）と
考
え
ら
れ
る
。

中
原
中
也
は
、
理
想
と
す
る
詩
人
ヴ
ェ
レ
ー
ヌ
と
同
じ
⽛
羊
⽜

年
生
ま
れ
で
あ
る
こ
と
を
誇
り
し
た
が
、⽛
羊
⽜
は
自
分
自
身
で
あ

り
、
神
に
罰
せ
ら
れ
る
ト
ラ
ウ
マ
に
遭
遇
し
て
は
、
神
の
救
済
者

を
待
望
し
⽛
宗
教
⽜
に
憑
か
れ
る
。
そ
し
て
、
彼
は
⽛
短
歌
詩
人

は
せ
い
ぜ
い
汎
神
論
ま
で
し
か
い
か
な
い
⽜（⽛
河
上
に
呈
す
る
詩

論
⽜
と
題
し
た
書
簡
、
昭
和
四
年
⚖
／
27
）
と
明
言
し
、
そ
の
短
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歌
詩
人
の
如
く
、
汎
神
論
的
自
然
に
自
分
の
孤
独
を
遊
ば
せ
る
こ

と
な
く
、⽛
芸
術
と
は
、
自
然
の
模
倣
で
は
な
い
、
神
の
模
倣
で
あ

る
⽜（
前
掲
の
書
簡
と
同
じ
）
と
手
紙
で
告
白
す
る
。
神
の
前
の
従

順
な
羊
た
ら
ん
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
⽝
山
羊
の
歌
⽞

と
な
っ
て
発
刊
さ
れ
た
の
は
何
故
か
。

大
岡
昇
平
は
⽛
同
じ
羊
で
も
戦
闘
的
な
⽝
山
羊
⽞
と
自
分
想
像

す
る
こ
と
を
好
⽜み
、そ
れ
が
由
来
と
記
す（⽝
中
原
中
也
全
集
⚑
⽞

解
説
）。
ま
た
、〈
山
羊
〉
は
中
原
中
也
の
仇
名
で
あ
り
、
彼
は
耳

が
立
ち
、
顎
の
細
い
こ
と
が
特
徴
と
し
て
い
た
と
い
う
高
森
文
夫

の
証
言
も
あ
る
〈
註
12
〉。
中
原
家
で
は
山
羊
を
飼
い
、
朝
ご
と
に
そ
の
声

を
聞
い
た
と
い
う
弟
中
原
思
郎
の
回
想
（⽝
別
冊
國
文
學

中
原

中
也
必
携
⽞）
も
参
考
に
な
ろ
う
。

詩
で
は
⽛
羊
の
歌

Ⅰ
祈
り
⽜
の
⽛
死
の
時
に
は
私
は
仰
向
か

ん
こ
と
を
！
／
こ
の
小
さ
な
顎
が
、
小
さ
い
上
に
も
小
さ
く
な
ら

ん
こ
と
を
！
／
そ
れ
よ
、
私
は
私
が
感
じ
得
な
か
つ
た
こ
と
の
た

め
に
、
／
罰
さ
れ
て
、
死
は
来
た
る
も
の
と
思
ふ
ゆ
ゑ
。
／
あ
ゝ
、

そ
の
時
私
の
仰
向
感
こ
と
を
！
／
せ
め
て
そ
の
時
、
私
も
、
す
べ

て
感
ず
る
者
で
あ
ら
ん
こ
と
を
！
⽜
と
い
う
中
で
⽛
小
さ
な
顎
⽜

で
あ
る
自
分
を
宗
教
的
な
言
辞
で
語
る
。
こ
れ
は
、
神
に
選
ば
れ

し
⽝
羊
の
歌
⽞
が
神
か
ら
選
ば
れ
た
人
間
の
歌
⽜
だ
と
す
れ
ば
、

⽛⽝
羊
の
歌
⽞
と
は
、
挫
折
し
た
⽝
羊
⽞、
す
な
わ
ち
神
の
代
行
者
た

り
得
な
か
っ
た
詩
人
の
自
責
の
歌
で
あ
る
⽜（
吉
田
凞
生
⽝
鑑
賞
日

本
現
代
文
学
20
中
原
中
也
⽞
傍
線
は
筆
者
）
と
い
う
指
摘
と
も
重

な
り
、
あ
ま
り
に
そ
の
意
味
は
深
い
。

こ
ん
な
内
容
に
も
⽛
模
擬
授
業
⽜
で
は
簡
潔
に
触
れ
る
配
慮
が

あ
れ
ば
と
考
え
る
が
、
詩
集
全
般
に
も
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と

が
残
念
で
あ
る
。

（
⚓
)
中
也
の
難
解
た
る
⽛
詩
的
言
語
⽜
の
諸
問
題

先
ず
詩
の
語
句
の
意
味
問
題
と
し
て
⽛
模
擬
授
業
⽜
で
取
り
上

げ
た
の
が
、⽛
黄
色
い
戦
争
⽜
で
あ
る
。

授
業
者
は
、
充
分
教
材
研
究
を
行
い
、
次
の
三
点
の
⽛
考
え
⽜

を
生
徒
に
提
示
し
て
い
た
。
①⽛
セ
ピ
ア
色
の
写
真
（
日
清
・
日
露

戦
争
）⽜
②⽛
中
国
の
黄
砂
⽜
③⽛
軍
服
の
色
⽜
に
基
づ
く
戦
争
一
般

な
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
ま
た
、
詩
の
第
一
連
と
第
二
連
と
を
関
連

付
け
て
⽛
戦
争
の
厳
し
い
冬
で
暗
示
し
た
過
酷
な
出
来
事
（
そ
れ

が
疾
風
）⽜と
考
察
し
、考
え
さ
せ
る
授
業
展
開
で
あ
っ
た
。
も
し
、

生
徒
に
対
し
て
⽛
茶
色
い
戦
争
⽜
と
は
何
か
と
発
問
し
た
時
、（
そ
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れ
を
聞
き
返
し
て
も
答
え
が
出
な
い
場
合
）、
ど
ん
な
創
意
工
夫

や
ヒ
ン
ト
を
施
す
か
と
い
う
問
題
意
識
を
植
え
さ
せ
て
い
る
。
教

師
の
ヒ
ン
ト
と
し
て
は
、⽛
色
⽜⽛
戦
争
⽜
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
か

ら
の
連
想
と
し
て
発
問
さ
せ
る
配
慮
が
必
要
と
な
ろ
う
。
こ
の
準

備
は
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。

こ
の
⽛
茶
色
い
戦
争
⽜
は
、
研
究
者
で
も
三
説
あ
る
。
①
阪
本

越
郎
の
⽛
明
治
時
代
の
日
清
・
日
露
の
戦
役
あ
た
り
を
い
い
、
そ

こ
に
日
本
軍
隊
の
カ
ー
キ
色
の
軍
服
の
連
想
⽜（⽝
日
本
の
詩
歌
鑑

賞
23
⽞）。
②
加
藤
周
一
は
⽛
変
色
し
た
写
真
の
セ
ピ
ア
色
⽜（⽝
新

編
中
原
中
也
全
集
⽞⽛
第
一
巻
月
報
⽜）
と
す
る
。
③
吉
田
凞
生
の

⽛
遠
い
過
去
を
起
点
と
す
る
時
間
の
流
れ
⽜（⽝
鑑
賞
日
本
現
代
文

学
20
⽞）
で
あ
る
。
前
述
し
た
⽛
模
擬
授
業
⽜
の
提
起
と
二
つ
は
重

な
る
が
、⽛
黄
砂
⽜
と
⽛
時
間
の
流
れ
⽜
で
差
異
が
あ
り
、
興
味
深

い
問
題
提
起
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
こ
の
隠
喩
た
る
⽛
茶
色
い
戦
争
⽜
と
い
う
⽛
詩
的
言

語
⽜
以
上
に
《
あ
り
ま
し
て
～
あ
り
ま
し
た
》
と
い
う
丁
寧
・
謙

譲
表
現
の
過
去
・
完
了
隠
さ
れ
た
⽛
措
辞
⼧
〈
註
13
〉

を
問
題
に
す
る
授
業

者
や
生
徒
が
全
く
い
な
か
っ
た
の
は
、
き
わ
め
て
残
念
で
あ
る
。

同
様
な
⽛
措
辞
⽜
の
詩
は
、⽛
一
つ
の
メ
ル
ヘ
ン
⽜
に
冒
頭
⽛
小

石
ば
か
り
の
、
河
原
が
あ
っ
て
、
／
(略
）
さ
ら
さ
ら
と
射
し
て
ゐ

る
の
で
あ
り
ま
し
た
⽜
が
あ
る
。⽛
一
つ
の
メ
ル
ヘ
ン
⽜
で
は
、
そ

の⽛
措
辞
⽜は
死
と
再
生
の
物
語
の
重
要
な
主
題
と
な
る
キ
ー
ワ
ー

ド
。
こ
の
特
徴
的
な
⽛
措
辞
⽜
に
つ
い
て
は
、⽛
サ
ー
カ
ス
⽜
で
も

同
様
と
考
察
し
、
再
度
後
で
論
じ
る
こ
と
す
る
。

二
度
の
繰
り
返
し
で
あ
る
⽛
一
と
殷
盛
（
さ
か
）
り
⽜
も
重
要

で
あ
る
が
、
教
科
書
の
脚
注
に
⽛
盛
ん
な
一
時
の
こ
と
⽜
と
あ
る

た
め
、
注
目
す
る
者
は
皆
無
、
残
念
で
あ
る
。
中
也
は
⽛
殷
盛
（
い

ん
せ
い
)＝
盛
ん
な
こ
と
⽜
と
い
う
難
解
な
⽛
詩
的
言
語
⽜
を
敢
え

て
こ
こ
で
な
ぜ
選
定
し
た
の
か
。⽛
茶
色
い
戦
争
⽜
と
の
類
似
か

ら
中
国
殷
文
明
を
際
立
た
せ
、⽛
昔
の
巨
人
の
姿
⽜（⽝
山
羊
の
歌
⽞

⽛
少
年
時
⽜）
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
投
影
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

私
は
、
観
客
＝
読
者
で
あ
り
、⽛
鰯
⽜
は
傷
み
や
す
い
魚
の
代
名
詞

と
い
う
こ
と
で
、⽛
飽
き
や
す
く
離
れ
や
す
い
読
者
⽜、⽛
蠣
殻
⽜
は

⽛
ギ
ス
ギ
ス
し
た
世
間
体
や
詩
人
の
世
界
⽜。
そ
こ
で
揺
れ
動
く
中

也
の
心
情
を
暗
示
さ
せ
、⽛
一
と
殷
盛
り
⽜
と
は
、
一
時
期
賑
わ
っ

て
い
た
詩
の
世
界
（
文
壇
）
だ
が
、⽛
今
夜
此
処
⽜
で
だ
け
と
い
う

限
界
性
を
揶
揄
し
て
い
る
と
も
充
分
、
解
釈
で
き
る
重
要
事
項
で

あ
ろ
う
。
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で
は
、
次
に
格
助
詞
⽛
と
⽜
で
表
現
さ
れ
る
⽛
比
喩
⽜（
古
語
）

の
巧
さ
を
考
察
し
よ
う
。

こ
の
⽛
格
助
詞
⽜
の
⽛
と
⽜
は
、⽛
模
擬
授
業
⽜
で
は
、
全
く
触

れ
ら
れ
ず
、
流
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。⽛
白
い
灯
が
／
安
値
い
リ
ボ

ン
と

息
を
吐
き
⽜⽛
咽
喉
が
鳴
り
ま
す
蠣
殻
と

⽜⽛
落
下
傘
奴
の
ノ

ル
タ
ル
ジ
ア
と

⽜
の
三
箇
所
を
同
時
に
処
理
す
る
方
法
が
、⽛
比
喩

表
現
⽜
の
指
導
で
あ
っ
た
。
こ
の
三
度
の
繰
り
返
し
は
、
主
題
に

直
結
す
る
技
巧
で
あ
り
、
そ
れ
を
大
事
に
取
り
扱
い
た
い
と
考
え

る
。⽛

白
い
灯
⽜
は
、⽛
ブ
ラ
ン
コ
乗
り
の
動
作
は
、
揺
れ
る
白
い
灯

が
動
線
と
し
て
光
り
の
帯
と
な
る
リ
ボ
ン
の
、
息
を
吐
く
よ
う
に

見
え
る
様
⽜
を
表
現
し
、⽛
蠣
殻
と
⽜
は
⽛
観
客
に
と
っ
て
皆
喉
が

乾
き
牡
蠣
殻
を
擦
っ
た
よ
う
な
嫌
な
音
を
発
す
る
こ
と
⽜、⽛
ノ
ス

タ
ル
ジ
ア
と
⽜
は
、⽛（
隠
喩
表
現
に
よ
っ
て
）
サ
ー
カ
ス
小
屋
自

体
が
落
下
傘
の
よ
う
な
形
と
揶
揄
し
つ
つ
、
故
郷
を
恋
し
懐
か
し

む
よ
う
な
心
情
に
浸
る
思
い
⽜
と
な
る
。
隠
喩
表
現
で
は
、⽛
観
客

様
は
み
な
鰯
⽜
が
あ
る
。
観
客
が
全
員
、
ブ
ラ
ン
コ
に
夢
中
で
鰯

の
群
れ
の
同
一
動
作
と
同
じ
よ
う
に
左
右
に
触
れ
動
く
様
を
嘲
笑

し
て
い
る
表
現
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
⽛
見
え
る
と
も
な
い
ブ
ラ
ン
コ
⽜
は
、
ま
だ
解
明
で
き

な
い
。
語
り
手
の
席
が
舞
台
か
ら
離
れ
て
い
る
た
め
⽛
遠
く
か
ら

の
視
覚
＝
心
理
的
現
象
た
る
感
情
⽜
と
い
う
理
解
は
可
能
で
あ
る

が
、
ブ
ラ
ン
コ
自
体
が
、
作
者
を
含
め
て
の
⽛
詩
人
の
世
界
⽜
と

捉
え
れ
ば
、
そ
の
⽛
対
人
圏
⽜
も
曖
昧
さ
と
も
推
察
で
き
よ
う
。

捉
え
方
は
様
々
で
あ
る
。（
こ
の
ブ
ラ
ン
コ
問
題
に
つ
い
て
二
点
、

一
つ
目
は
、
次
節
（
⚔
）⽛
行
の
字
下
げ
問
題
⽜
と
絡
め
て
い
き
た

い
。
も
う
一
点
、
⚖
章
で
考
察
す
る
⽛
主
題
の
問
題
⽜
と
絡
め
て

論
じ
た
い
。）

（
⚔
)
各
⽛
行
⽜
の
字
下
げ
問
題
と
そ
の
⽛
波
型
⽜
や
⽛
Ｖ
字
型
⽜

の
神
秘

⽛
サ
ー
カ
ス
⽜
の
よ
う
に
多
種
多
様
に
⽛
字
下
げ
⽜
を
行
っ
て
い

る
詩
は
、
こ
の
詩
集
で
は
唯
一
で
あ
り
、
こ
の
意
図
に
注
目
す
べ

き
だ
。
し
か
し
、
全
て
揃
え
た
⽛
二
字
下
げ
⽜
を
行
っ
て
い
る
詩

は
、⽛
朝
の
歌
⽜⽛
臨
終
⽜⽛
帰
郷
⽜⽛
盲
目
の
秋
⽜
な
ど
実
に
多
い
。

ま
た
、
交
互
に
⽛
二
字
下
げ
⽜
の
詩
も
⽛
朝
の
歌
⽜
等
、
か
な
り

多
い
。

た
だ
⽛
サ
ー
カ
ス
⽜
の
詩
の
場
合
、
ど
ん
な
効
果
を
中
也
自
身
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は
目
論
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か
。

⽛
模
擬
授
業
⽜
で
は
、
指
導
書
の
記
述
に
従
い
、⽛
視
覚
的
に
ブ

ラ
ン
コ
が
揺
れ
る
動
態
を
行
の
上
げ
下
げ
で
表
す
効
果
⽜
と
導
い

た
が
、
授
業
者
（
⚖
講
義
目
）
は
、
こ
こ
で
あ
る
読
み
の
新
し
い

⽛
試
み
⽜
を
行
っ
て
い
た
。
各
⽛
行
頭
⽜
の
文
字
を
順
に
線
で
繋
げ

て
い
く
と
、
全
詩
が
一
つ
の
⽛
波
⽜
の
形
が
浮
か
び
上
が
る
。
そ

れ
は
、
ブ
ラ
ン
コ
の
軌
跡
と
い
う
の
は
、
当
然
と
し
て
も
、
そ
の

波
の
中
に
《
幾
時
代
が
あ
り
ま
し
て
》
の
三
回
連
続
で
強
調
さ
れ

る
意
外
な
⽛
発
見
＝
驚
き
⽜
を
見
出
す
。

そ
れ
は
、⽛
見
え
る
と
も
な
い
ブ
ラ
ン
コ
⽜
だ
か
ら
、
そ
の
⽛
幾

時
代
⽜
に
隠
匿
さ
れ
た
実
景
と
と
も
に
⽛
幾
時
代
⽜
の
⽛
茶
色
い

戦
争
⽜
と
⽛
冬
は
疾
風
⽜
と
い
う
⽛
幻
影
⽜
を
蜃
気
楼
の
如
く
、

浮
き
出
す
効
果
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
、
授
業
者
が
解

釈
し
た
⽛
読
み
⽜
に
、
私
は
思
わ
ず
感
嘆
し
て
し
ま
っ
た
。
圧
巻

で
あ
る
。

そ
の
次
に
、
第
三
連
の
三
番
目
の
行
に
つ
い
て
で
あ
る
。
行
頭

か
ら
順
次
下
げ
ら
れ
、
底
に
相
当
す
る
⽛
四
字
下
げ
の
⽜
詩
的
言

語
は
、⽛
今
夜
此
処
で
の
一
殷
盛
り
⽜
と
い
う
〈
祝
祭
〉
が
表
出
さ

れ
る
⽛
仕
掛
け
⽜
は
、
中
也
の
目
論
ん
だ
、
あ
る
⽛
意
図
⽜
が
私

た
ち
の
前
に
導
か
れ
る
。
こ
の
ブ
ラ
ン
コ
の
揺
れ
は
、〈
心
の
揺

れ
〉、
す
な
わ
ち
、〈
女
性
失
恋
の
痛
手
〉
と
い
う
こ
と
も
想
像
で

き
る
と
、⽛
読
み
の
多
様
性
⽜を
強
調
し
た
授
業
者
の⽛
教
材
研
究
⽜

に
は
、
大
き
な
成
果
の
一
つ
と
評
価
し
た
い
。
し
か
し
、
こ
れ
は

授
業
者
の
⽛
深
読
み
⽜
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
⽛
失
恋
⽜
は
、

詩
の
中
の
ど
ん
な
箇
所
か
ら
探
れ
る
の
か
と
再
度
考
察
す
れ
ば
、

何
も
見
出
せ
ず
、
一
試
案
と
し
て
軽
視
（⽛
流
す
⽜）
す
る
し
か
な

い
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

⽛
字
下
げ
⽜
の
仕
掛
け
と
し
て
、⽛
幾
時
代
⽜
の
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ

プ
以
外
、
ど
ん
な
⽛
法
則
性
⽜
が
あ
る
の
か
を
探
る
必
要
が
あ
っ

た
の
だ
が
、
そ
れ
は
、⽛
模
擬
授
業
⽜
で
は
取
り
組
め
な
か
っ
た
。

こ
れ
も
ま
た
、
き
わ
め
て
残
念
で
あ
る
。

こ
の
詩
の
構
成
は
各
連
が
、⽛
⚒
／
⚒
／
⚓
／
⚓
／
⚓
／
⚒
／

⚓
／
⚔
（
行
）⽜
の
八
連
構
成
と
な
っ
て
い
る
。

各
⚒
行
の
〈
第
一
連
・
第
二
連
・
第
六
連
〉
場
合
、
最
初
の
行

は
、
冒
頭
に
対
し
て
、
次
の
行
が
全
て
⽛
二
字
下
げ
⽜
と
い
う
法

則
に
な
っ
て
い
る
。

各
⚓
行
連
の
場
合
は
注
意
が
必
要
だ
。〈
第
三
連
〉
で
は
、
⚒
・

⚓
番
目
が
順
に
⽛
二
字
下
げ
⽜
で
リ
フ
レ
イ
ン
た
る
⽛
今
夜
此
処
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で
の
一
と
殷
盛
り
⽜
を
最
も
⽛
底
付
け
⽜
に
位
置
す
る
と
い
う
配

慮
だ
が
、
し
か
し
、
次
の
〈
第
四
連
〉〈
第
五
連
〉〈
第
七
連
〉
は
、

全
て
三
番
目
で
冒
頭
に
⽛
二
字
上
げ
⽜
を
行
い
元
に
戻
し
つ
つ
、

Ｖ
字
の
波
型
を
形
成
し
な
が
ら
、
主
題
た
る
⽛
ブ
ラ
ン
コ
⽜
や
⽛
ゆ

あ
ー
ん
⽜
を
強
調
す
る
詩
の
編
集
を
行
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、

ブ
ラ
ン
コ
の
《
揺
れ
》
と
い
う
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
⽛
意
図
⽜
を
企
ん

だ
⽛
仕
掛
け
⽜
だ
と
痛
感
す
る
の
だ
が
、
ど
う
だ
ろ
う
か
。

〈
第
八
連
〉
は
、
敢
え
て
⚔
行
全
部
を
⽛
⚔
字
下
げ
⽜
で
揃
え
て
、

サ
ー
カ
ス
小
屋
の
外
部
が
⽛
地
の
底
＝
異
次
元
⽜
を
暗
示
さ
せ
る

効
果
は
、
中
也
の
心
憎
い
⽛
意
図
⽜
を
思
わ
せ
る
。
こ
ん
な
と
こ

ろ
ま
で
読
み
取
る
⽛
模
擬
授
業
⽜
を
試
み
て
欲
し
い
と
切
に
願
っ

て
い
る
。
で
は
次
に
ブ
ラ
ン
コ
の
揺
れ
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
考
察
を

行
お
う
。

（
⚕
)
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
謎
⽛
ゆ
あ
ー
ん

ゆ
よ
ー
ん

ゆ
や
ゆ
よ

ん
⽜
と
は

こ
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
に
つ
い
て
具
体
的
な
解
釈
を
試
み
た
、
二
人

の
研
究
者
が
い
る
。
一
人
は
、
佐
藤
房
義
で
、⽛
ゆ
あ
ー
ん
⼧＝
⼦釣

り
下
が
っ
た
ブ
ラ
ン
コ
が
前
方
の
方
へ
と
揺
れ
る
⽜、⽛
ゆ
よ
ー
ん
⼧

＝
⼦戻
っ
て
ゆ
く
さ
ま
⽜、⽛
ゆ
や
ゆ
よ
ん
⼧＝
⼦ブ
ラ
ン
コ
に
不
規

則
⽜⽛
ブ
ラ
ン
コ
を
こ
い
だ
時
の
力
か
、
ま
た
は
別
の
ブ
ラ
ン
コ
に

飛
び
移
る
か
、
別
な
ブ
ラ
ン
コ
か
ら
垂
れ
下
が
っ
た
手
に
飛
び
つ

い
て
き
た
の
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
ろ
う
⽜（⽝
現
代
詩
鑑
賞
講
座
⚘
⽞

角
川
書
店
）
と
解
き
明
か
す
。

も
う
一
人
の
北
川
透
も
⽝
詩
論
の
現
在

詩
の
近
代
を
越
え
る

も
の
─
透
谷
・
朔
太
郎
・
中
也
な
ど
⽞（
思
潮
社
）
の
中
で
⽛⽝
サ
ー

カ
ス
⽞
考
⽜
で
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
謎
を
解
明
し
て
い
る
。
な
ぜ
、
こ

の
作
品
に
お
い
て
⽛
オ
ノ
マ
ト
ペ
⽜
が
主
題
的
位
置
を
占
め
る
の

か
。そ

れ
は
、
音
象
効
果
の
分
解
で
そ
れ
を
試
み
る
。
四
度
繰
り
返

さ
れ
る〈
ゆ
〉が
聴
覚
的
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
さ
れ⽛
緩
や
か
で
ゆ
っ

く
り
⽜
心
が
揺
れ
る
ご
と
く
、
三
度
の
〈
ん
〉
が
鼻
音
化
の
中
で

幼
児
語
（
の
オ
ト
マ
ト
ぺ
＝
ね
ん
ね
・
あ
ん
よ
・
ま
ん
ま
）
を
呼

び
起
こ
す
効
果
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
そ
れ
は
、
童
謡
風
な
⽛
語

り
⽜
と
な
る
点
に
お
い
て
、
佐
々
木
幹
郎
の
提
唱
す
る
⽛
子
守
唄
⽜

説
と
重
な
っ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

ま
た
、
北
川
透
は
最
後
に
⽛
オ
ノ
マ
ト
ペ
自
体
単
独
で
は
意
味

を
為
さ
な
い
が
、〈
繰
り
返
し
〉
を
言
葉
の
主
題
と
な
し
て
い
る
⽜。
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⽛
け
だ
る
い
心
の
揺
れ
、
も
の
う
い
気
分
の
た
ゆ
た
い
、
そ
し
て
、

幼
年
時
へ
の
や
る
せ
な
い
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
と
い
っ
た
、
こ
の
詩
の

主
題
的
概
念
を
音
象
と
し
て
集
約
し
際
立
た
せ
る
⽜
と
ま
と
め
て

い
る
。
私
も
こ
の
見
解
に
は
、
賛
辞
を
送
り
た
い
。

私
論
を
付
加
す
れ
ば
、
こ
の
⽛
オ
ノ
マ
ト
ペ
⽜
は
、
中
原
中
也

の
独
創
的
な
詩
的
言
語
で
あ
り
、⽛
ゆ

れ
る
⽜
の
〈
ゆ
〉
を
基
調
と

な
し
、⽛
ゆ
さ
ゆ
さ
・
ゆ
ら
ゆ
ら
・
ゆ
ら
ー
り
⽜
を
連
想
さ
せ
る
こ

の
⽛
音
律
⽜。
そ
の
行
き
着
く
先
に
⽛
ゆ
や
ん
⽜⽛
ゆ
よ
ん
⽜
で
あ

る
べ
き
と
こ
ろ
に
⽛
や
⽜
の
⽛
ｙ
⽜
音
を
消
去
し
つ
つ
、⽛
あ
⽜
だ

け
残
存
さ
せ
て
⽛
ゆ
あ

ー
ん
⽜⽛
ゆ
よ
ー
ん
⽜
と
長
音
化
さ
せ
た
中

也
の
音
律
は
、
幼
児
語
化
を
含
む
天
才
的
才
能
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。⽛
ゆ
や
ゆ
よ
ん
⽜
は
、⽛
ｙ
⽜
音
を
戻
し
、⽛
ゆ
や
⽜
と
⽛
ゆ
よ
⽜

を
連
続
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ブ
ラ
ン
コ
が
不
規
則
に
揺
れ
戻
さ

れ
る
反
動
を
一
瞬
に
表
現
す
る
音
律
は
、
鼻
音
（
ｎ
）
効
果
が
相
乗

的
な
効
果
を
醸
し
出
す
、
正
に
⽛
神
秘
的
⽜
な
る
オ
ノ
マ
ト
ペ
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
音
律
の
不
思
議
さ
は
、
宮
沢
賢

治
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
と
類
似
し
、
近
代
詩
に
新
た
な
扉
を
開
か
せ
た
と

私
は
考
え
る
の
だ
が
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
ご
意
見
を
乞
い
た
い
。

（
⚖
)
最
終
連
の
舞
台
は
、⽛
屋
外
⽜
か
、⽛
屋
内
⽜
な
の
か

最
終
連
の
四
字
下
げ
の
部
分
が
、⽛
屋
外
⽜⽛
屋
内
⽜
で
意
見
の

相
違
が
あ
り
、
特
に
注
目
す
べ
き
だ
。
こ
れ
を
⽛
模
擬
授
業
⽜
で

は
、参
加
学
生
に
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
で
実
践
し
て
も
興
味
深
い⽛
授

業
展
開
⽜
が
で
き
る
問
題
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
⽛
主
題
把
握
⽜
に

直
結
す
る
謎
を
孕
み
、
是
非
挑
戦
し
て
欲
し
か
っ
た
と
思
う
⽛
授

業
実
践
⽜
か
ら
で
あ
る
。

⽛
屋
外
＝
野
外
⽜説
か
ら
見
て
い
こ
う
。
一
般
的
に⽛
四
字
下
げ
⽜

で
あ
る
の
で
異
次
元
の⽛
場
⽜を
暗
示
し
て
い
る
故
に
舞
台
は⽛
屋

外
⽜
と
見
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。⽛
屋
外
は
真
っ
闇

闇
の
闇
⽜

と
屋
外
を
強
調
す
る
。
さ
ら
に
詩
で
は⽛
夜
は
劫
々
と
更
け
ま
す
⽜

と
な
っ
て
い
る
の
で
⽛
落
下
傘
⽜
は
、
俯
瞰
的
な
視
野
か
ら
、
サ
ー

カ
ス
の
テ
ン
ト
小
屋
で
問
題
な
し
と
言
い
切
れ
な
い
、最
後
の⽛
ゆ

あ
ー
ん
⽜
の
存
在
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ブ
ラ
ン
コ
が
突
然
表
れ
、

主
題
た
る
オ
ノ
マ
ト
ペ
で
閉
じ
て
い
る
詩
。
屋
外
説
を
否
定
す
る

こ
と
も
充
分
可
能
で
あ
る
が
、⽛
屋
外
⽜
説
の
論
者
は
、
オ
ノ
マ
ト

ペ
そ
の
も
の
を
現
場
の
描
写
で
は
な
く
、
屋
外
へ
と
響
く
余
韻
と

解
釈
を
施
す
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
問
題
は
依
然
残
る
と
私
は

考
え
る
。
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一
方
、⽛
屋
内
⽜
説
は
、⽛
四
字
下
げ
⽜
は
屋
外
の
異
空
間
で
は

な
く
、
主
題
提
起
の
た
め
の
⽛
異
空
間
た
る
作
者
の
語
り
⽜
と
捉

え
、
ブ
ラ
ン
コ
自
体
を
落
下
傘
〈
奴
〉
に
例
え
、
パ
ラ
シ
ュ
ー
ト

で
着
地
す
る
説
を
取
る
。〈
奴
＝
め
〉
は
、
ブ
ラ
ン
コ
自
体
が
皮
肉

や
揶
揄
の
対
象
た
る
⽛
主
題
⽜
の
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
で
そ
れ
が
、
最

後
に
、
余
韻
を
全
体
に
波
及
さ
せ
る
効
果
と
し
て
⽛
ゆ
あ
ー
ん

ゆ
よ
ー
ん

ゆ
や
ゆ
よ
ん
⽜と
反
響
さ
せ
る
の
だ
と
い
う
主
張
は
、

ブ
ラ
ン
コ
に
よ
る
パ
ラ
シ
ュ
ー
ト
着
地
説
の
不
可
解
さ
以
外
は
、

説
得
力
あ
る
説
で
あ
る
が
、
ど
う
解
釈
す
べ
き
か
。
問
題
点
は
ま

だ
解
決
し
て
い
な
い
。

こ
の
前
者
の
⽛
屋
外
⽜
説
は
、
阪
本
越
郎
が
主
張
す
る
も
の
で
、

⽛
そ
の
闇
の
中
に
、
小
屋
が
落
下
傘
の
形
を
し
て
郷
愁
の
よ
う
に

開
い
て
い
る
⽜（⽝
日
本
の
詩
歌
鑑
賞
⽞）
な
ど
と
し
、
ま
た
教
科
書

の
⽛
指
導
書
⽜
も
こ
の
説
に
依
拠
し
、
解
説
を
施
し
て
い
る
。

後
者
は
、
竹
内
清
己
で
あ
る
〈
註
13
〉。
彼
は
、⽛
最
終
連
の
屋
外
は
、
屋

外
の
闇
を
屋
内
の
ブ
ラ
ン
コ
競
技
に
取
り
込
ん
だ
表
現
と
取
り
た

い
が
ど
う
だ
ろ
う
か
⽜と
主
張
す
る
。
私
の
帰
結
は
、や
は
り⽛
屋

外
⽜
説
に
賛
同
し
た
い
と
傾
い
て
い
る
。

⚖

詩
⽛
サ
ー
カ
ス
⽜
の
主
題
探
究
と
各
研
究
者
に

よ
る
⽛
主
題
⽜
論

こ
の
⽛
サ
ー
カ
ス
⽜
の
詩
は
、
一
九
二
九
年
十
月
号
⽝
生
活
者
⽞

に
⽛
朝
の
歌
⽜⽛
春
の
夜
⽜
な
ど
⽛
詩
六
篇
⽜
と
共
に
初
出
さ
れ
た

が
、
そ
の
当
時
は
⽛
無
題
⽜
で
発
表
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
当
初

こ
の
作
品
の
⽛
主
題
⽜
を
中
也
自
身
が
サ
ー
カ
ス
（
曲
馬
団
）
と

考
え
て
お
ら
ず
、
別
の
⽛
主
題
⽜
が
隠
さ
れ
て
い
る
と
推
察
さ
れ

る
。⽛

模
擬
授
業
⽜で
は
小
人
数
の⽛
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
⽜を
実
施
し
、

作
品
の
主
題
を
探
究
し
た
。
そ
の
主
題
の
例
と
し
て
討
論
の
中
で

三
点
挙
げ
ら
れ
た
（
中
心
は
傍
線
）。

❶
過
去
の
良
き
思
い
出
を
回
想
し
つ
つ
今
は
悲
嘆
す
る
し
か
な

い
心
情

❷
失
恋
の
苦
さ
に
対
し
て
明
る
い
サ
ー
カ
ス
小
屋
の
ブ
ラ
ン
コ

の
曲
芸
に
夢
を
託
す
心
情

❸
サ
ー
カ
ス
が
終
了
し
て
も
触
れ
動
く
暗
闇
の
深
さ
に
思
い
を

寄
せ
る
心
情
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こ
ん
な
意
見
が
出
さ
れ
、
授
業
者
の
思
惑
た
る
❷
⼦失
恋
⽜
説
が

出
さ
れ
、
論
議
も
深
ま
り
、
様
々
な
主
題
論
が
あ
る
と
本
授
業
は

ま
と
め
ら
れ
た
。
こ
の
様
な
多
様
性
に
基
づ
く
⽛
読
み
取
り
⽜
を

模
擬
授
業
で
は
、
許
容
し
な
が
ら
も
、
さ
ら
に
深
め
る
⽛
主
題
探

究
⽜
が
必
要
だ
と
考
え
、
研
究
者
や
⽛
指
導
書
⽜
に
準
拠
し
な
が

ら
、⽛
模
擬
授
業
⽜
で
の
三
点
に
つ
い
て
私
な
り
の
⽛
講
評
⽜
を
こ

こ
で
叙
述
し
て
置
き
た
い
。

主
題
の
大
ま
か
な
⽛
講
評
⽜
で
は
以
下
の
四
点
が
上
げ
ら
れ
よ

う
。
私
の
見
解
を
整
理
し
て
叙
述
す
る
。

《
第
一
に
》⽛
指
導
書
⽜（
Ｍ
教
科
書
）
に
指
摘
さ
れ
る
主
題
、⽛
過

去
の
困
難
の
来
歴
を
回
顧
し
、
不
安
定
な
精
神
の
あ
り
よ
う
を

サ
ー
カ
ス
小
屋
の
ブ
ラ
ン
コ
の
揺
れ
と
し
て
表
し
、
永
劫
の
時
間

の
流
れ
に
あ
っ
て
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
に
と
ら
わ
れ
た
自
分
を
サ
ー
カ

ス
小
屋
の
落
下
傘
に
イ
メ
ー
ジ
に
託
し
、
自
嘲
的
に
歌
う
と
い
う

こ
と
⽜。
こ
れ
は
、
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
で
学
生
た
ち
が
議
論
し
つ

つ
、
探
究
し
た
❶
❸
と
の
主
題
に
重
な
り
、
討
議
の
主
題
は
、
的

を
得
た
も
の
で
あ
る
と
評
価
し
た
い
。
た
だ
、
学
生
た
ち
の
討
議

で
は
、⽛
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
⽜
の
意
が
論
究
さ
れ
ず
、
極
め
て
残
念
で

会
っ
た
。
こ
の
郷
愁
（
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
）
が
、
何
に
対
し
て
中
也

自
身
が
そ
う
思
い
巡
ら
し
た
の
か
を
考
察
す
る
こ
と
が
主
題
と
直

結
す
る
か
ら
で
あ
る
。

《
第
二
は
》、⽛
模
擬
授
業
⽜
で
授
業
者
が
提
起
し
た
、⽛
屋
外
は

真
っ
闇

闇
の
闇
⽜
で
⽛
夜
は
劫
々
と
更
け
ま
す
る
⽜
と
揺
れ
る

⽛
ゆ
あ
ー
ん

ゆ
よ
ー
ん

ゆ
や
ゆ
よ
ん
⽜
の
心
情
と
は
、
中
也
の

⽛
失
恋
⽜
に
傷
心
の
極
み
が
⽛
落
下
傘
奴
の
ノ
ル
タ
ル
ジ
ア
⽜
に
託

さ
れ
て
い
る
と
い
う
心
情
で
あ
る
と
す
る
主
題
。

こ
の
詩
が
⽛
朝
の
歌
⽜
と
同
時
に
発
表
さ
れ
、
し
か
も
⽛
朝
の

歌
⽜
は
中
也
十
九
歳
の
創
作
で
、
小
林
秀
雄
に
初
め
て
見
せ
た
作

品
、
こ
の
一
年
前
中
也
十
八
歳
の
時
に
、
恋
人
長
谷
川
泰
子
が
中

也
の
も
と
を
去
り
、
小
林
の
所
に
行
っ
て
い
る
の
で
⽛
失
恋
⽜
と

い
う
関
連
付
け
は
、
十
分
に
説
得
力
が
あ
る
。
し
か
し
、
詩
の
中

に
⽛
失
恋
⽜
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
せ
る
他
の
要
素
（
詩
的
言
語
）

は
皆
無
。
傷
心
の
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
は
、⽛
失
恋
⽜
の
心
情
に
符
号
せ

ず
、
よ
り
以
前
の
故
郷
山
口
を
連
想
さ
せ
た
り
、
ま
た
、
中
也
自

身
が
金
沢
で
見
た
サ
ー
カ
ス
団
の
淡
い
郷
愁
を
思
い
出
さ
せ
な
い

だ
ろ
う
か
。⽛
疾
風
⽜
は
⽛
傷
心
⽜
に
接
す
る
が
、⽛
幾
時
代
⽜
の

⽛
戦
争
⽜
や
⽛
冬
は
疾
風
⽜
と
両
表
記
さ
れ
、
大
き
な
事
件
出
来
事
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に
類
似
す
る
内
容
な
の
で
、⽛
失
恋
⽜
説
で
は
、
無
理
が
あ
る
と
思

わ
れ
る
。
こ
こ
で
興
味
深
い
の
が
、⽛
あ
り
ま
し
て
─
あ
り
ま
し

た
⽜
と
い
う
措
辞
か
ら
の
発
想
で
、⽛
予
言
的
聖
書
⽜
に
よ
る
関
連

づ
け
で
あ
る
。
次
に
挙
げ
る
。

《
第
三
は
》、
詩
の
冒
頭
の
⽛
予
言
的
聖
書
文
体
⽜
に
よ
る
、
抒

情
を
退
け
る
⽛
政
治
＝
批
判
の
力
⽜
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
性
で
あ
る
。

こ
れ
を
主
張
し
た
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
日
本
文
学
研
究
者
、
イ
ヴ

＝
マ
リ
・
ア
リ
ュ
ー
で
あ
る
〈
註
14
〉。
彼
は
、
日
本
の
読
者
（
研
究
者
）

が
自
国
語
の
理
解
度
が
深
い
故
に
、
叙
情
性
や
七
五
調
、
そ
し
て

オ
ノ
マ
ト
ペ
に
拘
束
さ
れ
、
冒
頭
の
予
言
的
詩
的
言
語
や
最
終
連

の
⽛
闇
⽜⽛
が
現
代
文
明
⽜
や
⽛
社
会
条
件
⽜
に
対
す
る
批
判
力
へ

の
《
拡
大
》
を
軽
視
し
、
天
才
詩
人
の
本
質
的
な
特
徴
を
見
失
っ

て
い
な
い
か
と
警
鐘
を
鳴
ら
す
。
そ
の
例
と
し
て
詩
⽛
北
の
海
⽜

の
中
心
テ
ー
マ
が
⽛
詩
人
と
世
間
と
の
深
い
不
調
和
を
現
わ
す
空

を
呪
う
彼
の
イ
メ
ー
ジ
⽜
に
注
目
す
べ
き
だ
と
彼
は
補
足
す
る
。

永
遠
の
呪
い
を
繰
り
返
す
中
也
に
と
っ
て
、
人
魚
の
伝
説
が
生

き
る
海
（
愛
あ
る
世
界
）
が
想
わ
れ
、
そ
の
童
話
的
で
あ
る
と
同

時
に
⽛
北
欧
の
伝
奇
的
世
界
⽜
は
、
聖
書
の
予
言
的
言
辞
に
繋
が

る
⽛
神
秘
的
な
世
界
観
⽜
を
私
た
ち
に
開
示
さ
せ
る
⽛
詩
⽜
で
あ

る
と
い
う
主
張
に
私
も
同
意
し
た
い
。

ま
た
、
中
也
を
河
上
徹
太
郎
は
⽛
中
原
は
わ
が
詩
人
中
ま
れ
に

み
る
宗
教
的
詩
人
⽜（⽛
中
原
中
也
─
人
と
作
品
⽜）
と
述
べ
る
。
さ

ら
に
⽛
観
念
と
し
て
で
は
な
く
、
イ
メ
ー
ジ
そ
の
も
の
に
宗
教
的

な
も
の
の
見
方
が
入
っ
た
詩
人
は
、
近
代
日
本
で
は
中
原
が
典
型

的
な
も
の
、
或
は
極
論
す
れ
ば
、
嚆
矢
で
あ
り
、
唯
一
で
あ
る
⽜

（⽛
詩
人
と
の
邂
逅
⽜）と
語
る
。
こ
の⽛
予
言
的
宗
教
⽜の
要
素
は
、

よ
り
注
目
さ
れ
て
然
る
べ
き
と
考
え
る
。

《
第
四
は
》
は
、
佐
々
木
幹
郎
の
主
張
す
る
⽛
文
字
に
よ
っ
て
記

録
さ
れ
得
な
い
〈
う
た
〉
の
構
造
か
ら
の
子
守
歌
的
な
も
の
⼧
〈
註
15
〉

が

主
題
と
す
る
提
起
す
る
も
の
で
あ
る
。
耳
の
奥
に
浸
透
す
る
強
烈

な
オ
ノ
マ
ト
ペ
、⽛
ゆ
あ
ー
ん
⽜
は
、
近
代
史
の
中
で
も
見
え
に
く

い
（
見
え
る
と
も
な
い
ブ
ラ
ン
コ
）⽛
位
置
⽜
を
象
徴
し
、⽛
緊
張

し
た
詩
情
⽜（
萩
原
朔
太
郎
）
へ
向
け
て
走
る
、
日
本
近
代
詩
特
有

の
《
病
》
の
中
で
の
、
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
の
感
傷
と
見
做
さ
れ
る
要

素
が
あ
る
が
、
そ
う
で
は
な
い
。⽛
非
言
語
⽜
た
る
文
化
の
中
で
身

体
的
感
覚
を
含
ん
だ
言
葉
の
幅
と
し
て
深
奥
に
刻
ま
れ
る
、
あ
た

か
も
⽛
頭
倒
さ
に
手
を
垂
れ
て
⽜
い
る
近
代
に
対
す
る
⽛
子
守
歌
⽜

た
る
〈
う
た
〉＝
喪
失
の
感
情
の
原
郷
、
の
呼
び
戻
し
と
い
う
幹
郎
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の
解
釈
に
対
し
て
、
私
は
大
い
に
賛
同
し
た
い
。
こ
の
⽛
サ
ー
カ

ス
⽜
か
ら
は
、⽛
汚
れ
木
綿
の
屋
蓋
⽜
こ
そ
が
、
近
代
日
本
の
⽛
理

窟
＝
詩
壇
⽜（
ロ
ー
プ
に
引
っ
張
ら
れ
て
、⽛
緊
張
⽜
し
た
幕
面
を

見
て
い
る
！
）
と
読
み
取
れ
る
し
、
ま
た
、⽛
観
客
⽜
は
、
読
者
や

批
評
家
が
口
を
ア
ン
グ
リ
開
け
、
鰯
の
如
く
、
体
勢
に
な
び
く
姿

を
中
也
は
⽛
落
下
傘
奴
の
ノ
ル
タ
ル
ジ
ア
⽜
と
意
味
深
い
〈
暗
喩
〉

に
よ
り
揶
揄
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
時
、
声
高
に
批
判
な
ど
せ

ず
、⽛
ゆ
あ
ー
ん

ゆ
よ
ー
ん

ゆ
や
ゆ
よ
ん
⽜と
い
う
子
守
歌
は
、

心
底
ま
で
響
き
な
が
ら
心
を
癒
し
、
道
化
役
者
と
し
て
の
中
也
を

ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
せ
、
感
動
を
与
え
る
詩
で
は
な
い
か
。

近
代
日
本
の
⽛
理
窟
⽜
や
⽛
屋
根
⽜（⽛
天
蓋
⽜）
に
類
す
る
言
辞

が
、⽛
未
刊
詩
篇
⽜
の
⽛（
假
定
は
な
い
ぞ
よ
）⽜
と
い
う
詩
で
叙
述

さ
れ
、
中
也
自
身
の
世
界
観
を
膨
ら
ま
せ
て
興
味
深
い
。
次
に
掲

載
す
る
。
特
に
私
が
記
し
た
太
字
に
注
目
し
て
欲
し
い
。

⽛
假
定
な
い
ぞ
よ
！
／
先
天
的
概
念
も
な
い
ぞ
よ
！
／
何
に
も

な
い
所
か
ら
組
み
立
て
て
行
つ
て
／
先
天
的
観
念
に
も
合
致
し
た

ね
／
理
窟
が
面
倒
に
な
つ
た
さ
／
屋
根
み
た
い
な
も
の
さ
／
意
識

し
た
親
切
は
持
た
な
い
が
ね
～
⽜

こ
ん
な
未
刊
詩
集
に
注
目
す
る
必
要
が
中
也
に
は
あ
る
と
私
は

確
信
す
る
の
だ
が
、
ど
う
だ
ろ
う
か
。

以
上
が
⽛
模
擬
授
業
⽜
に
お
け
る
私
の
⽛
講
評
⽜
及
び
主
題
論

の
提
示
で
あ
る
。

⚗

結
び
に
変
え
て
（
私
論
で
あ
る
⽛
サ
ー
カ
ス
⽜
の

主
題
論
を
め
ぐ
っ
て
）

以
上
今
ま
で
長
々
と
論
じ
て
き
た
が
、
こ
こ
で
、
私
の
結
論
を

述
べ
た
い
。
そ
の
内
容
は
、
⚖
章
の
主
題
の
⽛
講
評
⽜《
第
一
～
第

四
》
に
つ
い
て
⽛
私
論
を
⽜
絡
め
な
が
ら
、
私
の
主
題
論
（
四
点
）

を
論
じ
て
い
き
た
い
。

⽛
模
擬
授
業
⽜
で
取
り
扱
う
場
合
、
第
一
の
主
題
（⽛
指
導
書
⽜）

で
対
応
す
べ
き
で
あ
る
。⽛
過
去
の
困
難
の
来
歴
を
回
顧
し
、
不

安
定
な
精
神
の
あ
り
よ
う
を
サ
ー
カ
ス
小
屋
の
ブ
ラ
ン
コ
の
揺
れ

と
し
て
表
し
、
永
劫
の
時
間
の
流
れ
に
あ
っ
て
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
に

と
ら
わ
れ
た
自
分
を
サ
ー
カ
ス
小
屋
の
落
下
傘
に
イ
メ
ー
ジ
に
託

し
、
自
嘲
的
に
歌
う
と
い
う
こ
と
⽜
と
い
う
内
容
把
握
は
、
ほ
ぼ

中
也
の
主
題
を
網
羅
し
て
お
り
、
賢
明
な
授
業
展
開
が
導
か
れ
る
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と
考
え
る
。
し
か
し
、
こ
れ
で
満
足
す
べ
き
で
は
な
く
、
さ
ら
に

深
い
主
題
探
究
と
な
る
と
様
々
な
⽛
発
問
⽜
や
⽛
仕
掛
け
⽜
が
施

さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
一
例
が
⽛
失
恋
⽜
で
あ
る
。

第
二
（
主
題
)
の
⽛
失
恋
⽜
が
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
生
徒
か
ら

発
っ
せ
ら
れ
た
場
合
、
そ
の
理
由
や
根
拠
を
⽛
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
⽜

で
論
議
す
る
こ
と
は
、
作
品
の
⽛
主
体
的
対
話
的
深
い
学
び
⽜
を

追
究
す
る
た
め
の
格
好
の
⽛
言
語
活
動
⽜
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
、⽛
失
恋
⽜
と
い
う
よ
り
も
⽛
揶
揄
⽜⽛
皮
肉
⽜⽛
道
化
⽜
的
な

表
現
に
溢
れ
た
こ
の
作
品
か
ら
何
を
学
び
と
る
の
か
が
重
要
視
さ

せ
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

大
岡
昇
平
が
⽛
不
幸
⽜
と
感
じ
た
理
由
は
、
天
才
詩
人
と
し
て

⽛
詩
集
⽜
さ
え
発
刊
で
き
ず
辛
苦
に
ま
み
え
、
恋
人
長
谷
川
泰
子
に

さ
え
逃
げ
ら
れ
、
最
も
信
頼
す
べ
き
小
林
秀
雄
に
奪
わ
れ
る
⽛
不

幸
⽜
は
、⽛
口
惜
し
い
男
⽜（
中
也
の
書
簡
）
そ
の
も
の
で
あ
る
か

ら
で
あ
ろ
う
。
そ
の
小
林
と
は
、
中
也
に
と
っ
て
ど
ん
な
人
物

だ
っ
た
の
か
。
興
味
深
い
こ
と
を
吉
田
と
佐
々
木
と
の
対
談
〈
註
⚖
〉で
披

露
し
て
い
る
。

佐
々
木
幹
郎
は
こ
ん
な
評
価
を
下
し
て
い
る
。
大
岡
昇
平
の
分

子
と
分
母
は
バ
ラ
ン
ス
が
取
れ
、
東
京
の
ダ
ン
デ
ィ
ズ
ム
。
中
也

の
分
母
は
、
大
岡
昇
平
と
同
じ
だ
が
、
分
子
が
か
な
り
大
き
い
。

し
た
が
っ
て
そ
の
分
子
の
大
き
さ
で
世
の
中
（⽛
対
人
圏
⽜）
と
関

わ
る
が
故
に
ト
ラ
ブ
ル
が
多
く
、
昇
平
に
と
っ
て
⽛
邪
悪
⽜
と
捉

え
て
し
ま
う
。

し
か
し
、
小
林
は
、
勝
手
に
過
分
数
に
な
っ
た
り
、
様
々
対
応

で
き
る
人
で
、
中
也
に
も
歯
が
立
た
な
か
っ
た
大
人
物
。
中
也
の

詩
を
初
め
て
評
価
し
た
の
が
彼
で
あ
り
、⽛
中
原
は
、
言
わ
ば
人
生

に
衝
突
す
る
様
に
、
詩
に
も
衝
突
し
た
詩
人
で
あ
つ
た
。
彼
は
詩

人
と
い
ふ
よ
り
寧
ろ
告
白
者
だ
⽜（⽛
中
原
中
也
の
思
い
出
⽜）
と
語

る
。⽛
恋
愛
⽜
説
を
効
果
的
に
活
用
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
時
代
背

景
や
小
林
秀
雄
、
長
谷
川
泰
子
と
の
関
係
性
を
含
め
て
の
論
議
と

な
る
が
、
主
題
か
ら
の
距
離
感
を
私
は
抱
い
て
し
ま
う
。
留
意
し

な
が
ら
の
授
業
展
開
に
よ
る
⽛
含
み
⽜
と
い
う
点
で
、
取
り
扱
い

は
、
慎
重
に
す
べ
き
所
だ
と
私
は
考
察
す
る
。

そ
れ
以
上
に
小
林
秀
雄
が
指
摘
す
る
⽛
告
白
者
⽜
の
目
こ
そ
が
、

第
三
（
主
題
)
の
⽛
政
治
性
⽜
を
主
張
す
る
の
で
あ
り
、
さ
ら
に

第
四
（
主
題
)
の
子
守
歌
説
に
よ
っ
て
、
近
代
詩
や
詩
人
界
を
批

判
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
が
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
私
の

偏
っ
た
深
み
で
あ
ろ
う
か
、
意
見
を
乞
い
た
い
。
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従
来
、
中
原
中
也
は
⽛
宗
教
性
⽜⽛
道
化
師
⽜
や
⽛
童
話
⽜
な
ど

に
隠
さ
れ
、
そ
の
批
判
生
や
政
治
性
の
主
張
が
疎
ん
じ
ら
れ
て
き

た
傾
向
が
強
い
。
そ
れ
ら
の
点
を
今
回
再
考
す
る
意
味
で
も
価
値

が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
私
は
考
察
す
る
。⽛
サ
ー
カ
ス
⽜
の

主
題
も
こ
の
第
三
（
主
題
)
第
四
（
主
題
)
に
あ
る
と
捉
え
た

い
と
い
う
の
が
、
私
論
と
い
う
べ
き
私
の
結
論
で
あ
る
。

注

〈
註
⚑
〉
緑
川
祐
介
⽛
高
等
学
校
国
語
教
科
書
の
分
析
と
提
案
そ
の
五

─
⼨国
語
総
合
⽞
教
科
書
の
⽝
現
代
詩
⽞・⽝
古
文
の
散
文
⽞
教
材
ウ
ィ

中
心
に
⽜（⽝
月
刊
国
語
教
育
⽞
⚒
⚐
⚐
⚖
年
10
月
号
）

〈
註
⚒
〉
黒
田
三
郎
⽝
詩
の
作
り
方
⽞（
明
治
書
院

昭
和
五
十
年
）
に

よ
る
。

〈
註
⚓
〉
井
坂
洋
子
⽛
詩
の
神
話
⽜（⽝
国
語
教
室
⽞
大
修
館
一
九
九
八

年
64
号
m
ay）

〈
註
⚔
〉
斎
藤
喜
博
⽝
授
業
入
門
⽞（
国
土
社
二
〇
〇
六
年
）

〈
註
⚕
〉
千
田
洋
幸
⽛
教
室
の
な
か
の
詩
⽜（⽝
月
刊
国
語
教
室
⽞
二
〇

〇
一
年
二
月
号
）
千
田
氏
の
論
点
は
テ
ク
ス
ト
論
に
お
い
て
テ
ク
ス

ト
の
特
権
的
な
意
味
や
意
図
が
あ
ら
か
じ
め
存
在
し
、
言
葉
と
は
、

そ
れ
を
伝
達
す
る
た
め
の
媒
体
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
誤
謬
を
強
く
批

判
す
る
。

〈
註
⚖
〉
⽛
対
談

中
原
中
也
の
魅
力
─
佐
々
木
幹
郎
と
吉
田
凞
生
⽜

（⽝
国
文
学

解
釈
と
鑑
賞
⽞
一
九
八
九
年
九
月
号
、
至
文
堂
）

〈
註
⚗
〉
林
浩
平
⽛
中
也
詩
神
話
に
さ
か
ら
っ
て
─
口
語
定
数
律
の
不

快
─
⽜⽝
国
語
科
通
信
⽞
角
川
一
九
九
七
年
九
九
号
。

〈
註
⚘
〉
荒
川
洋
治
は
詩
⽛
美
代
子
、
石
を
投
げ
な
さ
い
⽜⽝
坑
夫
ト
ッ

チ
ル
は
電
気
を
つ
け
た
⽞（
彼
方
社
）
で
指
摘
。
詩
の
冒
頭
は
⽛
宮
澤

賢
治
論
が
／
ば
か
に
多
い

腐
る
程
多
い
／
研
究
に
は
都
合
が
い
い

そ
れ
だ
け
の
こ
と
だ
／
(略
）
美
代
子
、
あ
れ
は
詩
人
だ
。
石
を
投
げ

な
さ
い
⽜
最
初
と
最
後
の
部
分
を
掲
載
。
彼
は
、
な
ぜ
教
科
書
に
賢

治
だ
け
掲
載
す
る
の
か
と
批
判
す
る
。

〈
註
⚙
〉
中
村
稔
⽛
中
原
中
也
と
大
岡
昇
平
⽜（⽝
中
原
中
也
私
論
⽞
思

潮
社
）

〈
註
10
〉
江
藤
淳
⽝
小
林
秀
雄
⽞

〈
註
11
〉
吉
田
凞
生
⽛［
評
釈
]＝
⼨朝
の
歌
⽞⽜（⽝
国
文
学

解
釈
と
鑑

賞
⽞〈
註
⚕
〉
と
同
じ
）

〈
註
12
〉
村
上
護
⽝
中
原
中
也
の
詩
と
生
涯
⽞（
講
談
社
一
九
七
九
年
）

〈
註
13
〉
竹
内
清
己
⽛
中
也
詩
の
物
語
要
素
─
《ま
し
て
─
ま
し
た
》
の

バ
リ
エ
イ
シ
ョ
ン
─
⽜（⽝
国
語
教
室
99
⽞
一
九
九
七
年
年
角
川
書
店
）

〈
註
14
〉
イ
ヴ
＝
マ
リ
・
ア
リ
ュ
ー
⽛
中
原
中
也
─
そ
の
政
治
性
⽜（
一
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（
二
四
）

北海学園大学人文論集 第 71 号(2021 年⚘月)

九
七
七
年
十
一
月
号
⽝
文
学
⽞）
予
言
的
聖
書
的
な
文
体
と
同
時
に
政

治
性
や
批
判
力
の
特
徴
と
し
て
詩
（⽛
未
刊
篇
⽜）
か
ら
⽛（
ダ
ッ
ク

ド
ツ
ク

ダ
ク
ン
）
ダ
ッ
ク

ド
ツ
ク

ダ
ク
ン
／
チ
エ
ン

ダ
ン

デ
ン
／
ピ
ー
…
…
／
フ
ー
…
…
／
ボ
ド
ー
…
…
／
弁
当
が
ぬ
く
も
る

／
工
場
の
正
午
は
／
鉄
の
先
端
で
光
が
眠
る
⽜⽛
屠
殺
⽜
で
は
⽛
屠
殺

所
に
、／
死
ん
で
ゆ
く
牛
は
モ
ー
と
啼
い
た
。
／
六
月
の
野
の
赫
く
、

／
地
平
に
雲
が
浮
い
て
ゐ
た
⽜
な
ど
は
示
唆
的
で
あ
ろ
う
。

〈
註
15
〉
佐
々
木
幹
郎
⽛⽝
山
羊
の
歌
⽞─
子
守
歌
的
な
る
も
の
⽜⽝
中
原

中
也
⽞（
筑
摩
書
房
一
九
八
八
年
四
月
）

A
Study
ofT
eaching
dem
onstration
in
“Circus”

by
N
akahara
Chuya

─
Criticality
and
Lullaby
hidden
T
hem
e
about

N
ostalgia
and
Broken
heat─


