
わ
ら
べ
唄
の
発
想
と
表
現

今
　
　
井

昌
　
　
子

は
じ
め

に

　
わ
ら
べ
唄
を
数
年
に
。
わ
た
り
採
集
し
て
み
る
と
、
そ
の
根
底
に
は
、
大
人
の

歌
っ
た
子
守
唄
や
大
人
た
ち
か
ら
伝
承
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
歳
時
唄
た
ど
と
軌
を

一
に
す
る
発
想
や
表
現
が
多
共
み
ら
れ
る
。
そ
の
点
か
ら
、
わ
ら
べ
唄
に
っ
い

て
、
　
「
子
ど
も
同
士
の
集
団
生
活
か
ら
自
然
発
生
的
に
－
生
れ
で
た
唄
で
、
そ
れ

が
長
い
年
月
の
間
に
洗
練
さ
れ
、
淘
汰
さ
れ
、
今
目
ま
で
パ
伝
承
さ
れ
て
き
た

注
１

も
の
」
と
い
う
定
義
づ
げ
で
は
不
十
分
で
、
歌
謡
の
発
生
に
－
か
か
わ
る
、
よ
り

本
質
的
で
根
源
的
な
問
題
が
、
わ
ら
べ
唄
の
発
想
そ
れ
自
体
の
中
に
は
ら
ま
れ

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
わ
ら
べ
唄
の
主
流
を
遊
び
唄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
２

に
求
め
、
「
わ
ら
べ
唄
に
は
元
唄
は
な
い
」
と
す
る
立
場
も
あ
る
が
、
遊
び
唄

の
中
に
は
、
元
唄
を
も
つ
も
の
が
あ
り
、
さ
ら
に
－
、
発
想
に
つ
い
て
の
伝
承
的

な
一
定
の
型
が
あ
る
と
推
定
で
き
る
も
の
が
少
く
な
い
。
そ
れ
は
単
に
コ
兀
釆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
３

大
人
が
子
供
を
意
識
し
て
歌
っ
た
も
の
」
と
か
、
「
子
ど
も
を
考
え
に
い
れ
た

　
　
　
　
　
わ
ら
べ
唄
の
発
想
と
表
現

　
　
　
注
４

か
っ
た
も
の
」
が
子
ど
も
の
世
界
に
入
っ
て
定
着
し
た
と
と
ら
え
る
よ
り
も
、

む
し
ろ
、
子
供
や
大
人
に
共
通
し
て
歌
わ
れ
続
け
て
き
た
唄
や
唱
え
言
の
表
層

的
な
表
現
の
基
層
に
あ
る
構
造
が
、
現
在
で
は
、
わ
ら
べ
唄
の
中
に
よ
り
多
く

原
型
を
残
し
て
い
る
と
い
っ
た
方
が
適
切
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
り
わ
げ
、

児
童
心
理
学
の
説
く
よ
う
に
、
　
「
子
供
と
い
う
も
の
は
心
的
世
界
と
物
的
世
界

と
を
区
別
し
な
い
も
の
で
あ
り
、
ま
た
極
め
て
幼
少
な
時
期
に
は
、
自
我
と
外

界
と
に
殆
ん
ど
は
っ
き
り
見
極
め
を
っ
げ
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
私
ど
も
大

人
に
は
生
命
の
な
い
多
数
の
事
物
を
も
、
こ
れ
を
生
き
て
い
る
も
の
だ
、
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
５

識
の
あ
る
も
の
だ
と
見
傲
す
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
予
期
さ
れ
る
」
。
す
な
わ

ち
、
ア
ニ
ミ
ズ
ム
論
的
な
意
識
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
、
わ
ら
べ
唄

が
歌
謡
の
始
源
に
か
か
わ
る
発
想
を
有
す
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
さ
ら

に
、
　
「
子
供
の
思
考
と
い
う
も
の
は
私
ど
も
大
人
の
よ
う
に
杜
会
化
さ
れ
て
い

　
注
６

な
、
い
」
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
わ
ら
べ
唄
の
基
層
に
或
る
種
の

原
型
的
た
構
造
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
歌
謡
の
歴
史
に
お
い
て
、
　
「
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七



　
　
　
　
　
わ
ら
べ
唄
の
発
想
と
表
現

ら
べ
唄
」
の
も
つ
意
義
も
そ
の
よ
う
た
線
上
に
あ
る
の
で
は
た
い
か
。

　
わ
ら
べ
唄
は
、
従
来
そ
の
唄
の
素
材
や
内
容
か
ら
、
０
Ｄ
子
守
唄
、
の
天
体
気

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
７

象
．
動
植
物
の
唄
、
ぐ
ヵ
遊
戯
唄
、
↑
ｏ
歳
事
唄
、
帥
雑
謡
と
分
類
さ
れ
て
お
り
、

多
く
は
そ
の
分
類
に
従
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
土
橋
寛
先

生
は
、
わ
ら
べ
唄
を
そ
の
機
能
か
ら
、
ｃ
Ｄ
呼
び
か
け
歌
、
の
呪
い
歌
、
ｃ
幻
遊
び

唄
、
↑
ｏ
そ
の
他
に
分
類
さ
れ
、
呼
び
か
げ
歌
を
、
　
「
呪
術
的
た
も
の
と
遊
戯
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
８

な
も
の
と
の
未
分
化
な
状
態
に
あ
る
も
の
」
で
「
こ
こ
に
わ
ら
べ
歌
の
本
領
を

認
め
る
と
共
に
、
呪
詞
以
前
の
呪
詞
と
も
い
う
べ
き
先
呪
術
的
た
コ
ト
バ
の
姿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
９

を
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
」
と
さ
れ
て
い
る
。
実
際
に
個
々
の
唄
を
み
て

い
く
と
、
呪
い
の
目
的
の
た
め
に
呪
い
の
対
象
で
あ
る
「
う
る
し
」
や
「
し
び

れ
」
等
に
呼
び
か
げ
る
唄
は
呪
い
唄
で
あ
る
と
し
て
、
果
た
し
て
呼
び
か
け
唄

で
は
な
い
の
か
、
と
い
う
疑
間
が
残
る
。
す
な
わ
ち
唄
の
機
能
は
、
呪
い
に
あ

る
が
、
そ
の
方
法
は
、
呼
び
か
げ
て
何
か
を
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る

わ
げ
で
あ
る
。
そ
の
目
的
や
結
果
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
呪
的
内
容
に
な
る
か
な

ら
な
い
か
の
相
異
が
あ
る
だ
げ
で
あ
っ
て
、
呪
い
唄
の
ほ
と
ん
ど
が
対
象
へ
の

呼
び
か
げ
を
含
ん
で
い
る
。
呼
び
か
げ
は
、
機
能
で
は
な
く
、
方
法
の
間
題
で

あ
る
。
ま
た
動
植
物
に
乎
び
か
げ
な
が
ら
そ
れ
ら
と
遊
ぶ
遊
び
唄
に
も
同
様
の

表
現
が
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
唄
の
機
能
に
よ
っ
て
唄
を
見
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
必
要
不
可

欠
で
は
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
唄
の
果
す
機
能
が
異
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
八

ず
、
唄
の
発
想
が
類
似
し
て
い
る
点
に
む
し
ろ
注
目
し
な
げ
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

短
詞
章
の
唄
を
中
心
に
、
現
在
分
類
し
え
て
い
る
そ
の
基
本
的
な
発
想
を
三
分

類
に
限
っ
て
、
そ
の
類
型
性
と
定
型
性
を
考
察
し
て
み
た
い
。
そ
の
際
、
歌
の

発
想
を
支
え
る
コ
ソ
テ
ク
ス
ト
に
は
、
言
語
表
現
の
一
定
の
構
造
が
あ
る
こ
と

に
注
目
し
た
い
。
そ
れ
は
ピ
ァ
ジ
ェ
に
た
ら
っ
て
い
え
ぱ
、
児
童
の
獲
得
す
る

言
語
機
能
の
基
本
に
通
底
す
る
性
質
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
言
語
の
、

「
他
人
へ
の
非
難
・
潮
笑
た
ど
を
含
ま
せ
る
。
命
令
・
要
求
・
威
嚇
、
質
間
応

注
１
０答

」
た
ど
の
心
的
機
能
が
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。
　
「
わ

ら
べ
唄
」
の
詞
章
に
お
げ
る
発
想
類
型
の
研
究
の
方
法
も
こ
の
点
に
か
か
わ
っ

て
い
よ
う
。

１

　
わ
ら
べ
唄
の
中
で
、
土
橋
寛
先
生
が
「
先
呪
術
的
」
　
「
呪
術
的
」
と
さ
れ
る

唄
に
お
げ
る
発
想
に
も
一
定
の
類
型
性
と
定
型
性
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
す

な
わ
ち
、
歌
い
手
と
歌
う
対
象
と
の
心
的
関
係
か
ら
分
類
し
て
、
０
Ｄ
〈
だ
ま
し

型
Ｖ
、
の
く
お
ど
し
型
Ｖ
、
榊
く
の
ろ
い
型
Ｖ
の
三
っ
の
発
想
に
分
類
す
る
こ

と
が
可
能
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
ら
は
、
一
定
の
類
型
的
な
表
現
様
式
を
も
っ

て
い
る
。
ヤ
コ
ブ
ソ
ソ
の
指
摘
を
引
く
ま
で
も
な
く
、
　
「
ど
の
言
語
に
も
、
語

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
ｕ

の
ほ
か
に
成
句
晋
Ｈ
器
干
考
◎
邑
と
呼
ぱ
れ
る
コ
ー
ド
化
さ
れ
た
語
群
」
が
あ

り
、
　
「
ど
ん
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
構
成
要
素
も
、
内
的
関
係
に
よ
っ
て
コ
ー
ド
と
、



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
１
２

外
的
関
係
に
よ
っ
て
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
、
必
然
的
に
結
び
つ
い
て
」
い
る
の
で
あ

る
。
わ
ら
べ
唄
の
場
と
発
想
も
ま
た
コ
ー
ド
化
さ
れ
た
表
現
定
型
に
結
び
っ
い

て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

　
ま
ず
第
一
の
く
だ
ま
し
型
Ｖ
の
発
想
に
っ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
そ
の
対
象

を
だ
ま
す
方
法
か
ら
さ
ら
に
四
分
類
で
き
る
。

１
　
甘
言
で
相
手
（
対
象
）
の
喜
ぶ
こ
と
が
ら
を
約
束
し
自
己
の
欲
す
る
結
果

　
　
を
生
ぜ
し
め
、
相
手
を
従
わ
せ
る
型
。
そ
の
表
現
は
、
対
象
へ
の
呼
び
か

　
　
げ
と
共
に
、
次
の
よ
う
た
定
型
を
も
つ
。

Ａ
せ
よ
（
す
る
な
）
。
〈
な
ぜ
な
ら
Ｖ

（
私
が
）
Ｂ
し
て
や
る
（
か
ら
）
。

Ａ
せ
よ
。
〈
な
ぜ
な
ら
Ｖ

そ
こ
は
Ｂ
だ
（
か
ら
）
。

Ａ
せ
よ
。

（
私
が
Ｂ
し
て
や
る
か
ら
。
）

あ
っ
ち
の
ｘ
は
Ｃ
だ
（
が
）

こ
っ
ち
の
ｘ
は
Ｄ
だ
（
か
ら
）
。

Ａ
せ
よ
。

（
お
前
が
）

ｘ
し
た
ら
（
私
が
）
Ｂ
し
て
や
る
ぞ
。

ｙ
し
た
ら
（
私
が
）
Ｂ
し
て
や
ら
な
い
ぞ
。

¢
と
ん
ぶ
さ
　
と
ん
ぶ
さ
　
お
と
ま
り
な
ん
よ

　
豆
の
ま
ん
ま
を
進
ぜ
る
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
１
３

　
　
　
（
長
野
）
『
下
伊
那
郷
土
民
謡
集
』

　
　
　
　
わ
ら
べ
唄
の
発
想
と
表
現

　
え
ん
の
こ
ろ
こ
ろ
　
子
を
産
め
よ

　
ち
い
ち
の
ま
ん
ま
　
煮
て
や
る
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
１
４

　
　
　
（
長
野
）
『
山
国
の
わ
ら
べ
う
た
』

　
ほ
う
ほ
う
、
螢
来
い
、

　
あ
っ
ち
の
水
は
苦
い
ぞ
、

　
こ
っ
ち
の
水
は
甘
い
ぞ
。

　
　
　
（
大
阪
）
『
目
本
伝
承
童
話
集
成
』

＠
ね
ん
ね
ん
や
、
お
こ
ろ
り
や
、

　
　
　
　
　
あ
ん
も

　
ね
た
ら
　
餅
を
買
う
た
る
ぞ
、

　
　
　
　
　
　
あ
ん
も

　
お
き
た
ら
　
餅
を
買
わ
ん
ぞ
。

　
　
　
（
広
島
）
『
目
本
伝
承
童
謡
集
成
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
ぽ

＠
し
び
れ
　
し
び
れ
　
京
の
町
へ
上
れ
、

　
京
の
町
は
　
ひ
－
ろ
い
に
。

　
　
　
（
長
野
県
下
伊
那
郡
豊
丘
村
）
（
筆
老
採
録
）

＠
ぱ
ら
ぱ
ら
　
放
せ
、

　
赤
い
　
お
っ
か
さ
ま
　
も
ら
っ
て
や
る
に
１
。

　
　
　
（
長
野
県
下
伊
那
郡
豊
丘
村
）
（
筆
者
採
録
）

¢
う
る
し
　
う
る
し
　
か
ぶ
れ
ん
な

　
お
れ
は
　
お
前
の
　
嫁
（
婿
）
に
た
る

　
　
　
（
長
野
）
『
山
国
の
わ
ら
べ
う
た
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九



　
　
　
　
　
わ
ら
べ
唄
の
発
想
と
表
玩

　
○
は
子
供
が
蜻
蛉
を
と
る
時
に
誘
い
か
け
る
唄
で
あ
る
。
＠
は
川
や
た
ぎ
の

花
を
両
手
で
も
み
ほ
ぐ
し
て
花
を
二
つ
に
分
げ
る
遊
び
に
歌
わ
れ
る
も
の
で
、

新
し
く
え
ん
の
こ
（
川
や
な
ぎ
の
花
の
愛
称
）
の
子
供
が
無
事
に
生
ま
れ
た
な

ら
、
お
祝
い
に
「
ち
い
ち
の
ま
ん
ま
」
（
塩
気
の
き
い
た
ご
は
ん
の
童
詞
）
を

た
い
て
や
ろ
う
と
約
束
す
る
歌
で
あ
る
。
　
は
ｏ
の
誘
い
唄
と
同
じ
で
あ
る
が
、

こ
の
場
合
は
螢
を
誘
う
唄
で
「
あ
っ
ち
」
よ
り
「
こ
っ
ち
」
の
水
の
方
が
甘
い

と
こ
ち
ら
に
来
さ
せ
る
た
め
の
甘
言
を
述
べ
る
。
＠
は
子
守
唄
で
「
寝
た
ら
Ａ

　
　
注
１
５

し
て
や
る
」
と
子
供
を
眠
ら
せ
る
た
め
の
甘
言
を
歌
う
も
の
で
あ
る
が
、
子
守

唄
の
場
合
に
は
「
起
き
た
ら
Ａ
し
て
や
ら
な
い
」
と
か
、
あ
る
い
は
「
起
き
た

ら
恐
ろ
し
い
嫌
た
こ
と
が
あ
る
ぞ
」
と
後
に
お
ど
し
こ
と
ぽ
が
甘
言
と
対
に
な

っ
て
い
る
の
が
一
般
的
た
慣
用
表
現
と
な
っ
て
い
る
。
◎
は
¢
～
＠
の
よ
う
な

眼
前
に
存
在
す
る
対
象
に
で
は
た
く
、
自
分
の
か
ら
だ
の
一
都
分
に
生
ず
る
不

快
な
し
び
れ
と
い
う
目
に
見
え
な
い
感
覚
的
存
在
に
対
し
歌
っ
た
も
の
で
、

「
今
い
る
場
所
よ
り
、
広
い
京
の
町
」
と
対
象
に
と
っ
て
居
心
地
の
よ
さ
そ
う

た
場
所
を
歌
い
込
ん
だ
し
び
れ
を
と
る
た
め
の
呪
い
唄
で
あ
る
。
こ
れ
と
全
く

同
型
の
発
想
の
も
の
が
こ
の
伊
那
谷
に
は
目
の
中
の
ゴ
ミ
を
と
る
時
の
呪
い
唄

と
し
て
存
在
し
て
い
る
。

　
　
め
え
－
も
の
　
め
え
ー
も
の

　
　
む
け
え
１
や
ま
へ
　
と
ん
で
げ
－

　
　
む
げ
－
や
ま
　
広
ー
い
わ

四
〇

　
　
お
１
れ
の
目
は
　
せ
ー
め
－
わ

が
そ
れ
で
あ
る
。
＠
は
茨
が
着
物
に
か
ら
み
つ
い
た
時
、
豊
丘
村
で
は
現
在
で

も
大
人
や
子
供
た
ち
に
よ
っ
て
歌
わ
れ
て
お
り
、
こ
の
唄
を
歌
う
と
必
ず
離
れ

る
と
い
う
。
女
性
に
か
ら
み
つ
い
た
時
、
歌
う
対
象
の
白
い
茨
を
男
性
に
み
た

て
て
こ
の
よ
う
に
歌
う
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
茨
が
か
ら
み
っ
く
の
は
「
茨

が
一
人
身
で
寂
し
い
か
ら
だ
」
と
い
う
人
間
の
側
の
想
像
力
が
働
い
て
、
　
「
赤

い
色
の
お
嫁
さ
ん
を
も
ら
っ
て
や
る
か
ら
」
と
歌
う
と
、
茨
は
そ
の
言
葉
を
信

じ
て
人
間
か
ら
離
れ
る
の
で
あ
る
。
¢
は
う
る
し
に
か
ぶ
れ
る
こ
と
を
未
然
に

防
ぐ
た
め
の
呪
い
唄
で
あ
り
、
や
は
り
歌
い
手
が
男
の
場
合
は
婿
、
女
の
場
合

は
嫁
に
な
る
と
約
束
す
る
。
こ
の
場
合
は
前
の
＠
よ
り
も
対
象
は
歌
い
手
の
言

い
分
を
聞
き
入
れ
て
く
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
唄
を
唄
の
目
的
・
機
能
と
い
う
点
か
ら
み
て
み
る
と
¢
　
は
動
物

を
と
る
た
め
の
誘
い
唄
、
　
は
花
を
も
み
ほ
ぐ
す
と
い
う
遊
び
の
行
為
を
伴
い

な
が
ら
歌
わ
れ
る
遊
び
唄
、
＠
は
子
供
を
寝
か
し
つ
げ
る
眠
ら
せ
唄
、
＠
～
¢

は
い
ず
れ
も
、
し
び
れ
を
直
し
た
り
、
着
物
に
か
ら
み
っ
い
た
茨
を
離
さ
せ
た

り
、
う
る
し
に
か
ぶ
れ
な
い
た
め
の
呪
い
唄
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
歌
の
機
能

は
そ
れ
ぞ
れ
異
っ
て
い
る
が
、
唄
の
表
層
的
な
表
現
と
表
現
の
基
層
の
構
造
は

対
応
し
て
い
る
。
子
守
唄
の
場
合
、
呼
び
か
げ
る
対
象
は
歌
わ
れ
て
い
な
い
が
、

も
ち
ろ
ん
対
象
は
寝
か
し
っ
け
た
い
眼
前
の
子
供
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
の
歌
は

す
べ
て
対
象
へ
の
呼
び
か
げ
か
ら
は
じ
ま
っ
て
い
る
。
と
す
る
と
、
こ
れ
ら
は
、



〔
対
象
へ
の
乎
び
か
げ
〕
十
〔
行
為
・
動
作
の
命
令
・
禁
止
〕
十
〔
甘
言
〕

と
い
う
表
現
の
定
型
を
も
ち
、
甘
言
に
よ
っ
て
対
象
を
だ
ま
し
、
こ
ち
ら
側

（
歌
い
手
）
の
願
望
を
対
象
に
聞
か
せ
る
わ
げ
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
願
望
表
現

の
唄
の
形
式
と
し
て
は
命
令
や
禁
止
の
み
で
終
わ
る
も
の
が
多
い
が
、
そ
れ
だ

げ
で
終
わ
ら
ず
に
「
Ｂ
し
て
や
る
か
ら
Ａ
せ
よ
（
Ａ
す
る
些
」
を
基
本
的
た

表
現
定
型
と
す
る
も
の
が
多
く
、
し
か
も
「
Ｂ
し
て
や
る
か
ら
」
と
だ
ま
し
、

約
束
す
る
内
容
を
さ
ぐ
っ
て
み
る
と
、
対
象
の
心
意
を
よ
く
知
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
が
対
象
に
こ
ち
ら
側
の
願
望
を
聞
き
入
れ
さ
せ
る
為
の
必
要
条
件
に
な

る
。
＠
の
子
守
唄
の
対
象
が
子
供
で
あ
る
以
外
は
す
べ
て
の
唄
は
外
界
の
動
植

物
や
目
に
み
え
な
い
も
の
を
対
象
に
す
る
。
そ
れ
ら
が
擬
人
化
さ
れ
、
そ
の
象

徴
化
さ
れ
た
対
象
を
も
コ
ト
バ
に
よ
っ
て
満
足
感
を
与
え
る
こ
と
に
よ
り
支
配

す
る
構
造
が
「
だ
ま
す
」
詞
章
の
１
の
分
類
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

ｕ
　
相
手
（
対
象
）
が
白
分
に
ー
危
害
を
加
え
る
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
存
在
で

　
　
あ
る
と
言
っ
て
だ
ま
し
、
難
を
逃
れ
る
型
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
た
表
現
の

　
　
定
型
を
示
し
て
い
る
。

　
　
　
Ａ
す
る
次
。
〈
な
ぜ
な
ら
ぱ
Ｖ

　
　
　
お
前
と
私
は
Ｂ
（
の
関
係
）
だ
か
ら
。

　
　
　
〈
Ａ
さ
れ
る
こ
と
は
Ｖ
ご
め
ん
だ
。
〈
な
笹
た
ら
ぱ
Ｖ

　
　
　
私
（
の
家
）
は
Ｂ
だ
か
ら
。

わ
ら
べ
唄
の
発
想
と
表
現

¢
う
る
し
　
う
る
し
　
か
ぶ
れ
ん
た
、

　
う
る
し
と
わ
し
は
　
兄
弟
だ
。

　
　
　
（
長
野
）
『
山
国
の
わ
ら
べ
う
た
』

　
蜂
、
蜂
、
ご
め
ん
だ
、

　
　
お
い
ら
は
ま
だ
赤
ん
ぼ
だ
。

　
　
　
　
（
東
京
）
『
日
本
伝
承
童
謡
集
成
』

　
蜂
、
蜂
、
ご
め
ん
だ
、

　
　
　
う
お

　
　
俺
ら
家
は
精
進
だ
。

　
　
　
　
（
新
潟
）
『
日
本
伝
承
童
謡
集
成
』

　
¢
は
前
に
み
た
１
¢
と
同
じ
く
、
う
る
し
の
木
を
み
っ
け
た
時
、
う
る
し
に

か
ぶ
れ
な
い
よ
う
に
う
る
し
に
頼
む
と
き
の
呪
い
唄
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
は

「
う
る
し
と
兄
弟
だ
」
と
名
の
る
こ
と
に
よ
っ
て
相
手
に
親
近
感
を
抱
か
せ
る

と
、
こ
ち
ら
側
（
歌
い
手
）
に
害
を
与
え
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
心
理
的
機
能
を

持
っ
。
ま
た
そ
う
歌
う
こ
と
に
よ
っ
て
阜
、
れ
が
相
手
に
聞
き
入
れ
ら
れ
、
う
る

し
に
か
ぶ
れ
な
い
と
い
う
安
心
感
が
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
呪
文

が
わ
り
の
こ
の
唄
だ
け
で
は
安
心
で
き
な
い
子
供
た
ち
は
さ
ら
に
対
象
と
の
よ

り
深
い
っ
き
あ
い
を
行
っ
た
と
い
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
じ
な
い

　
遠
山
谷
の
八
目
市
場
な
ど
で
は
、
う
る
し
の
木
か
ぶ
れ
か
ら
の
が
れ
る
呪

　
と
し
て
、
う
る
し
に
弱
い
子
供
が
う
る
し
の
木
に
酒
を
そ
そ
ぎ
か
げ
、
自
分

　
も
そ
の
あ
ま
り
を
飲
ん
で
、
う
る
し
と
兄
弟
需
を
と
り
か
わ
す
習
俗
が
以
前

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一



　
　
　
　
　
わ
ら
ぺ
唄
の
発
想
と
表
現

　
　
　
　
　
　
　
　
注
１
６

　
に
は
あ
り
ま
し
た
…
…
。

　
こ
と
ぱ
が
相
手
（
対
象
）
に
受
容
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
歌
っ
た
り
唱

え
た
り
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
対
象
に
聞
き
容
れ
ら
れ
る
か
ど
う
か
不
安

な
場
合
は
こ
と
ぱ
よ
り
も
も
っ
と
強
い
手
段
に
訴
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
ぶ

れ
な
い
と
い
う
実
際
的
な
目
的
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
。
　
は
自
分
が
赤
ん
坊

だ
と
弱
者
に
た
る
こ
と
に
よ
っ
て
対
象
が
気
心
を
加
え
て
く
れ
る
こ
と
を
期
待

す
る
。
＠
の
場
合
も
、
自
分
の
家
は
精
進
も
の
し
か
食
べ
て
い
な
い
か
ら
、
刺

し
て
も
お
い
し
く
な
い
と
、
対
象
に
と
っ
て
自
分
は
刺
す
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な

い
相
手
だ
と
主
張
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
い
ず
れ
の
場
合
も
、
う
る
し
や
蜂
と
い
う
害
を
加
え
る
動
植
物
に
１
、
対
象
と

の
関
係
が
血
縁
関
係
と
い
う
も
っ
と
も
親
密
な
間
柄
で
あ
る
と
し
た
り
、
相
手

が
手
を
下
す
に
は
自
分
が
余
り
に
い
と
げ
な
い
、
か
弱
い
存
在
で
あ
っ
た
り
、

と
る
に
足
り
な
い
存
在
で
あ
る
と
、
敵
に
さ
れ
る
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
存
在

で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
敵
の
難
を
避
げ
る
発
想
で
あ
る
。

皿
相
手
（
対
象
）
へ
の
自
己
の
行
為
に
対
す
る
崇
り
・
報
復
を
逃
れ
る
た
め
、

　
　
罪
を
他
に
転
嫁
さ
せ
て
相
手
を
あ
ざ
む
く
型
。
次
の
よ
う
な
表
現
定
型
で

　
　
あ
る
。Ａ

す
る
の
は
私
で
は
な
い
　
他
の
者
だ
。

私
が
Ａ
し
た
の
で
は
な
い
。
他
の
者
だ
。

私
の
せ
い
に
な
る
た
。
他
の
者
の
せ
い
だ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
二

　
¢
蜂
々
　
お
っ
だ
か
ま
ね
え
ど

　
　
寺
ん
坊
主
が
か
ま
っ
た
ど

　
　
　
　
（
千
葉
）
『
日
本
伝
承
童
謡
集
成
』

　
　
彼
を
葬
る
者
は
私
で
は
な
い
。

　
　
そ
れ
は
大
天
使
さ
ま
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
　
　
　
（
フ
レ
イ
ザ
ー
）
『
金
枝
篇
』

　
　
お
い
ら

　
　
己
の
せ
い
じ
ゃ
ね
え
ぞ
、

　
　
三
年
さ
き
の
烏
の
せ
い
だ
ぞ
。

　
　
　
　
（
静
岡
市
）
『
僅
謡
集
拾
遺
』

　
＠
俺
の
所
為
に
た
る
な
、

　
　
あ
と

　
　
後
の
者
の
所
為
よ
。

　
　
　
　
（
東
京
）
『
目
本
伝
承
童
謡
集
成
』

　
０
は
蜂
を
、
＠
は
外
界
の
生
き
物
を
殺
し
た
時
、
そ
の
崇
り
や
報
復
か
ら
免

れ
た
い
た
め
に
、
自
已
の
罪
を
他
者
に
転
嫁
さ
せ
る
呪
い
唄
、
◎
は
マ
レ
ー
人

が
呪
術
に
ょ
っ
て
人
を
の
ろ
い
殺
す
そ
の
罪
科
か
ら
逃
れ
る
た
め
の
呪
文
、
　

は
具
体
的
に
ど
う
い
う
場
で
歌
わ
れ
た
の
か
不
明
で
あ
る
が
、
¢
　
＠
と
同
じ

型
の
歌
で
あ
る
か
ら
、
恐
ら
く
何
ら
か
の
罪
を
「
三
年
さ
き
の
烏
」
と
い
う
非

現
実
的
存
在
の
他
者
に
そ
の
罪
を
肩
代
わ
り
さ
せ
る
た
め
の
呪
い
唄
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
表
現
形
式
の
上
か
ら
考
え
て
み
る
と
¢
～
　
と
＠
が
や
や
異

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

た
る
。
＠
の
前
半
が
「
俺
の
所
為
に
な
る
た
」
と
命
令
表
現
に
た
っ
て
お
り
、



０
～
　
の
実
在
的
表
現
と
異
る
。
土
橋
先
生
は
こ
の
二
つ
の
表
玩
に
つ
い
て

「
自
分
を
そ
の
原
因
に
し
た
く
な
い
と
い
う
願
望
の
表
現
と
し
て
、
主
観
的
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
１
７

は
同
じ
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
」
と
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
結
果
的

に
は
同
じ
目
的
を
も
っ
た
願
望
表
現
と
し
て
統
括
で
き
る
が
、
　
「
俺
の
所
為
で

は
な
い
」
と
い
う
表
現
は
、
対
象
を
だ
ま
す
く
だ
ま
し
型
Ｖ
発
想
で
あ
り
、

「
俺
の
所
為
に
ー
な
る
な
」
と
い
う
命
令
表
現
は
現
実
に
即
し
た
消
極
的
願
望
表

現
で
あ
り
、
こ
と
ば
の
も
っ
力
に
大
き
な
相
違
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。
例
え
ぼ

次
に
あ
げ
た
歌
を
参
考
に
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
い

　
の
お
ら
ん
耳
入
ら
ん
な
、
烏
の
耳
入
れ
。

　
　
　
　
（
静
岡
）
『
日
本
伝
承
童
謡
集
成
』

　
◎
お
ら
が
瘤
に
た
る
た
、
鳥
の
瘤
に
な
あ
れ
。

　
　
　
　
（
群
馬
）
『
目
本
伝
承
童
謡
集
成
』

　
の
は
、
昼
間
殺
し
た
小
動
物
が
夜
に
な
る
と
、
殺
し
た
子
供
の
耳
へ
入
る
と

い
う
俗
信
が
あ
っ
て
、
そ
う
た
る
こ
と
を
恐
れ
て
自
分
の
耳
に
入
ら
な
い
で
代

わ
り
に
烏
の
耳
へ
入
れ
と
頼
む
呪
い
唄
で
、
自
己
の
罪
を
認
め
た
結
果
、
耳
で

両
手
を
塞
い
で
叫
ぶ
。
◎
は
瘤
の
出
た
痛
み
を
鎮
め
る
唄
で
、
自
分
の
痛
み
を

烏
に
転
移
さ
せ
る
願
望
表
現
と
し
て
の
呪
い
歌
で
あ
り
、
の
◎
と
も
に
病
気
、

災
厄
、
罪
な
ど
の
重
荷
を
他
の
動
物
や
人
問
や
物
に
転
移
す
る
発
想
で
、
そ
の

点
に
お
い
て
は
先
に
あ
げ
た
皿
の
の
～
　
の
例
と
重
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
た

だ
の
◎
は
単
に
病
気
、
災
厄
等
の
転
移
だ
げ
を
願
望
し
て
い
る
に
対
し
、
¢
～

　
　
　
　
　
わ
ら
べ
唄
の
発
想
と
表
現

　
ま
で
は
自
己
の
罪
そ
の
も
の
を
認
め
ず
に
、
言
葉
の
上
で
他
に
転
移
さ
せ
る

こ
と
で
、
罪
を
免
れ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
質
的
に
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
の
◎
に
は
願
望
は
あ
る
が
、
〈
だ
ま
し
Ｖ
の
発
想
は
な
い
。
一
方
¢
～

　
は
く
だ
ま
し
型
Ｖ
発
想
を
主
体
と
す
る
と
こ
ろ
の
願
望
表
現
で
あ
る
。
歌
い

手
の
罪
に
対
す
る
恐
れ
の
意
識
が
強
げ
れ
ぱ
そ
れ
だ
げ
唱
え
ら
れ
た
り
、
歌
わ

れ
る
コ
ト
バ
は
真
実
味
を
帯
び
た
緊
迫
し
た
も
の
で
た
け
れ
ば
た
ら
た
い
は
ず

で
、
そ
の
場
合
に
は
命
令
表
現
で
は
な
く
、
　
「
他
の
者
の
せ
い
だ
」
と
事
実
に

反
し
た
内
容
を
確
信
を
も
っ
て
主
張
す
る
コ
ト
バ
の
方
が
、
対
象
に
訴
え
る
心

理
的
効
果
は
大
き
い
。
す
な
わ
ち
、
歌
わ
れ
る
内
容
が
事
実
か
、
薯
実
に
反
し

た
こ
と
で
あ
る
か
は
問
題
で
は
な
い
。
対
象
に
－
真
実
と
し
て
聞
き
容
れ
ら
れ
る

こ
と
、
築
言
す
れ
ば
、
コ
ト
バ
が
力
を
も
っ
か
否
か
に
か
か
わ
っ
て
こ
よ
う
。

＠
は
ち
ょ
う
ど
命
令
彩
で
終
わ
る
単
な
る
願
望
表
現
と
対
象
を
だ
ま
す
表
現
と

の
両
者
を
含
み
こ
ん
だ
折
衷
型
で
あ
る
。

Ｍ
　
好
ま
し
い
結
果
を
作
り
出
す
た
め
に
、
コ
ト
バ
で
そ
の
好
ま
し
い
状
態
を

　
　
装
っ
た
り
、
そ
う
な
る
た
め
の
ふ
り
を
す
る
。

　
¢
粟
ん
穂
下
が
た
、
実
入
っ
て
割
れ
た
。

　
　
　
　
（
宮
城
）
『
日
本
伝
承
童
謡
集
成
』

　
　
目
い
ぼ
や
と
思
っ
た
ら
、
小
豆
や
っ
た
。

　
　
　
　
（
滋
賀
県
高
島
郡
朽
木
村
）
（
筆
老
採
録
）

　
　
嫁
要
り
　
婿
要
り
　
や
れ
忙
し
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三



　
　
　
　
　
わ
ら
べ
唄
の
発
想
と
表
現

　
　
　
　
（
長
野
）
『
山
国
の
わ
ら
べ
う
た
』

　
＠
か
ら
す
の
　
御
器
づ
れ
　
お
か
や
（
え
）
し
申
す
。

　
　
　
　
（
長
野
）
『
山
国
の
わ
ら
べ
う
た
』

　
０
は
正
月
十
四
目
に
餅
を
揚
き
、
そ
れ
を
木
の
枝
に
っ
げ
て
座
敷
に
１
置
い
た

米
僕
に
差
し
、
枝
い
っ
ぱ
い
に
垂
れ
下
が
っ
た
長
さ
四
、
五
寸
位
の
餅
を
見
て

歌
わ
れ
る
唄
で
、
作
ら
れ
た
作
り
も
の
と
と
も
に
、
豊
か
た
実
り
そ
の
も
の
が

現
実
に
眼
前
に
や
っ
て
来
る
こ
と
を
歌
っ
た
、
い
わ
ぱ
未
来
（
そ
の
年
）
の
豊

作
を
先
取
り
し
た
唄
で
あ
る
。
非
現
実
の
姿
を
実
在
化
し
た
も
の
と
い
え
る
。

　
は
目
い
ぽ
を
と
る
時
の
呪
い
唄
で
、
目
の
近
く
ま
で
小
豆
を
も
っ
て
き
て
パ

ッ
と
手
を
離
し
て
小
豆
を
池
へ
落
と
す
時
に
こ
の
唄
を
唱
え
る
と
目
い
ぽ
が
と

れ
る
と
朽
木
村
で
は
信
じ
ら
れ
て
い
る
。
コ
ト
バ
の
呪
術
性
を
補
償
す
る
も
の

と
し
て
呪
的
行
為
を
伴
い
な
が
ら
伝
承
さ
れ
て
き
た
。
目
い
ぼ
と
類
似
し
た
小

豆
を
目
い
ぽ
に
見
立
て
て
そ
れ
が
と
れ
た
状
態
を
呪
的
行
為
（
類
感
呪
術
）
と

し
て
実
際
に
行
な
う
時
に
、
　
「
よ
く
確
か
め
る
と
目
い
ぽ
は
な
か
っ
た
」
と
目

い
ぽ
の
な
い
ふ
り
を
す
る
。
こ
う
あ
っ
て
欲
し
い
と
願
う
非
現
実
を
実
在
化
さ

せ
た
唄
で
あ
る
。
　
は
針
仕
事
を
は
か
ど
ら
せ
る
た
め
の
呪
い
唄
で
、
非
現
実

の
忙
し
さ
の
幻
想
表
現
を
歌
う
こ
と
で
、
す
た
わ
ち
歌
詞
の
と
お
り
の
忙
し
い

ふ
り
を
す
る
こ
と
で
、
忙
し
さ
に
お
い
て
類
似
の
現
象
（
針
仕
事
に
忙
し
い
針

仕
事
が
は
か
ど
る
）
を
も
た
ら
す
効
果
を
願
う
も
の
で
あ
る
。
＠
は
御
器
ず
れ

（
口
の
端
に
で
き
る
小
さ
た
で
き
も
の
）
が
烏
の
口
の
両
側
に
っ
い
て
い
る
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
四

の
と
類
似
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
の
唄
を
二
回
叫
び
、
で
き
も
の
の
あ
た

り
を
手
で
こ
す
り
、
そ
の
手
を
烏
に
向
か
っ
て
投
げ
る
所
作
を
す
る
と
御
器
ず

れ
が
直
る
と
い
う
。
こ
れ
も
ゴ
キ
ズ
レ
を
な
く
す
呪
的
行
為
を
伴
い
な
が
ら
、

模
擬
的
に
歌
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
模
擬
的
内
容
を
装
っ
た
も
の
は
音
声
で
発
す
る
も
の
だ
げ
で
な
く
、

例
え
ぱ
、
流
行
病
が
は
や
る
と
、
流
行
病
を
門
前
払
い
す
る
た
め
に
ア
ワ
ピ
殻

に
「
子
供
留
守
」
と
書
い
て
門
口
に
下
げ
て
お
く
と
い
っ
た
よ
う
た
呪
的
行
為

た
ど
と
同
一
の
構
造
を
も
つ
。

　
¢
　
＠
の
よ
う
た
模
擬
的
た
呪
的
行
為
を
伴
う
唄
は
コ
ト
バ
の
呪
力
を
強
化

す
る
働
き
を
も
つ
の
に
対
し
　
は
唱
え
唄
を
歌
う
こ
と
に
よ
っ
て
針
仕
事
の
行

為
（
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
呪
的
行
為
で
は
た
い
）
の
能
率
を
高
め
る
と
い
う
、
い

わ
ば
コ
ト
バ
か
ら
行
為
（
非
現
実
の
実
在
化
）
へ
の
筋
遣
を
た
ど
る
も
の
で
あ

る
。　

前
章
で
み
た
く
だ
ま
し
型
Ｖ
の
全
く
裏
返
し
の
発
想
と
し
て
く
お
ど
し
型
Ｖ

発
想
法
が
考
え
ら
れ
る
。

１
　
相
手
（
対
象
）
の
嫌
が
る
こ
と
や
、
恐
れ
る
こ
と
が
ら
を
示
し
て
相
手
に

　
　
威
圧
を
加
え
従
わ
喧
る
型
。
こ
れ
は
、



Ａ
婁
一
す
る
と
一
Ｖ
一
私
が
一
Ｂ
す
る
く

　
と
い
う
よ
う
な
表
現
定
型
に
な
っ
て
い
る
。

０
風
々
　
吹
け
よ

　
吹
か
ん
と
い
う
と

　
ド
ソ
ド
の
や
ー
ま
に
火
を
つ
け
る

　
　
　
（
飯
田
市
）
『
山
国
の
わ
ら
べ
う
た
』

　
ほ
お
ず
き
ほ
お
ず
き
　
根
づ
き
に
な
あ
れ

　
根
づ
き
に
な
ら
ん
と
い
う
と

　
お
し
ょ
う
さ
ん
に
　
そ
う
申
し
て

　
お
ま
え
の
首
を
　
ち
ょ
ん
ぎ
る
ぞ

　
　
　
（
長
野
）
『
山
国
の
わ
ら
べ
う
た
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
な

＠
こ
ら
こ
ら
梨
の
木
生
っ
か
生
ん
ね
い
か

　
生
ん
ね
い
な
ら
切
っ
ぞ

　
　
　
（
福
島
）
『
日
本
伝
承
童
謡
集
成
』

＠
舞
へ
　
舞
へ
　
蝸
牛

　
舞
は
ぬ
も
の
な
ら
ぱ

　
馬
の
子
や
牛
の
子
に
１
蹴
ゑ
さ
せ
て
む

　
　
　
　
わ
ら
べ
唄
の
発
想
と
表
現

　
踏
み
割
ら
せ
て
む

　
ま
こ
と
に
美
し
く
舞
う
た
ら
ぼ

　
花
の
園
ま
で
遊
ぼ
せ
む

　
　
　
（
『
梁
塵
秘
抄
』
）

　
や

　
病
ん
眼
ち
ょ
　
こ
う
め
っ
ち
ょ
、

　
お
ん
に
い
う
つ
る
と
、

　
焼
火
箸
を
つ
く
す
ぐ
ぞ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
１
８

　
　
　
（
山
梨
）
『
わ
ら
べ
唄
考
』

　
か
ん
な
り

＠
雷
、
　
か
ん
た
り
、
山
へ
行
げ
、

　
こ
っ
お
は
桑
の
木
の
根
っ
こ
だ
ぞ
。

　
　
　
（
山
梨
）
『
目
本
伝
承
童
謡
集
成
』

¢
指
切
り
鎌
切
り

　
嘘
い
ふ
と
　
地
獄
の
底
へ
落
ち
る
ぞ

　
　
　
（
飯
田
市
）
『
山
国
の
わ
ら
べ
う
た
』

＠
こ
の
山
に
錦
ま
だ
ら
の
虫
お
ら
ぱ
、

　
や
ま
た
ち
ぼ
な
姫
に
申
し
上
げ
そ
う
ろ
う
、

　
ア
ビ
ラ
オ
ソ
ケ
ソ
ソ
ワ
カ
。

　
　
　
（
高
知
県
土
佐
清
水
市
当
麻
）
（
筆
者
採
録
）

＠
狐
や
出
て
来
い
、

　
山
の
木
を
刈
っ
た
る
ぞ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五



　
　
　
　
　
わ
ら
ぺ
唄
の
発
想
と
表
現

　
　
　
　
（
兵
庫
）
『
日
本
伝
承
童
謡
集
成
』

　
＠
雷
落
ち
よ
、
桑
の
棒
で
叩
く
ぞ
。

　
　
　
　
（
京
都
）
『
目
本
伝
承
童
謡
集
成
』

　
¢
は
凧
上
げ
を
す
る
時
た
ど
風
を
吹
か
せ
る
た
め
に
歌
う
呪
い
唄
、
　
は
、

ほ
お
ず
き
を
探
み
な
が
ら
芯
を
抜
き
と
る
作
業
の
成
功
を
約
束
さ
せ
る
唄
で
、

呪
い
唄
的
性
格
を
も
つ
唄
で
あ
る
。
＠
は
正
月
十
四
目
に
、
銘
で
屋
敷
内
の
果

樹
に
傷
を
っ
け
て
歌
う
、
い
わ
ゆ
る
成
木
責
め
の
唱
え
唄
で
、
必
ず
こ
れ
に
答

え
て
、
「
な
り
ま
す
、
な
り
ま
す
。
」
と
そ
の
年
の
豊
作
を
木
に
約
束
さ
せ
、
こ

の
目
に
揚
い
た
だ
ん
ご
餅
の
揚
き
水
を
切
り
口
に
注
い
で
豊
作
を
祈
る
も
の
で
、

正
月
の
予
祝
行
事
の
一
貫
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
　
は
、
は
や
り
眼

に
対
す
る
呪
い
唄
で
、
病
気
が
自
分
に
移
ら
な
い
よ
う
に
対
象
に
お
ど
し
従
わ

せ
る
。
＠
＠
は
と
も
に
雷
除
げ
の
呪
い
唄
で
、
い
ず
れ
も
雷
の
嫌
い
な
桑
を
唄

っ
て
相
手
を
お
ど
す
点
は
同
じ
で
あ
る
が
、
形
式
は
＠
は
「
こ
ち
ら
は
…
…
だ

か
ら
あ
ち
ら
へ
行
げ
」
と
い
う
よ
う
に
「
こ
ち
ら
」
と
「
あ
ち
ら
」
を
対
比
す

る
移
で
、
前
章
で
み
た
Ａ
　
の
「
螢
来
い
…
…
あ
っ
ち
の
水
は
…
…
こ
っ
ち
の

水
は
…
…
」
及
び
　
「
し
び
れ
、
し
び
れ
京
の
町
へ
上
れ
京
の
町
は
ひ
－

ろ
い
に
」
の
発
想
法
と
同
じ
で
あ
る
。
そ
れ
に
。
対
し
＠
は
現
実
に
は
、
雷
の
落

ち
な
い
こ
と
を
願
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
強
圧
的
な
態
度
で
「
落
ち
る
な
ら

落
ち
て
み
ろ
、
そ
の
か
わ
り
…
…
の
目
に
会
う
ぞ
」
と
対
象
を
脅
す
発
想
で
、

前
者
よ
り
も
対
象
を
お
び
や
か
し
従
わ
せ
る
手
段
と
し
て
は
効
果
的
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
六

¢
は
対
象
が
人
間
で
あ
る
点
で
他
の
例
と
は
異
た
る
が
、
指
と
指
を
か
ら
ま
せ

な
が
ら
仲
間
に
嘘
を
っ
か
な
い
こ
と
を
約
束
さ
せ
る
為
の
仲
問
や
相
手
に
対
す

る
お
ど
し
的
約
束
唄
で
あ
る
。
　
「
Ａ
す
る
と
Ｂ
に
な
る
」
と
い
う
因
果
的
必
然

性
を
は
ら
ん
だ
型
を
も
つ
コ
ト
ワ
ザ
の
一
般
的
形
態
を
そ
の
ま
ま
用
い
て
お
り
、

コ
ト
ワ
ザ
が
対
人
的
性
格
を
も
っ
て
機
能
す
る
よ
う
に
こ
の
唄
も
人
間
対
人
問

の
関
係
の
中
で
歌
わ
れ
、
こ
の
唄
を
歌
い
終
わ
る
や
「
嘘
を
つ
く
と
地
獄
に
お

ち
る
」
と
い
う
コ
ト
バ
の
は
ら
む
真
理
が
、
約
束
を
し
た
者
た
ち
の
行
動
を
呪

縛
す
る
と
い
え
る
。
そ
の
意
味
で
こ
れ
は
呪
い
唄
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
ゆ

は
ま
む
し
（
錦
ま
だ
ら
の
虫
）
除
け
の
呪
文
で
、
　
「
や
ま
た
ち
ば
な
姫
と
い
う
、

威
大
な
力
を
も
っ
た
神
（
一
説
に
猪
の
神
と
も
）
に
申
し
て
退
治
し
て
も
ら
う

ぞ
」
と
他
力
に
依
存
し
て
お
ど
す
も
の
で
あ
る
。
＠
は
山
中
で
狐
が
出
て
来
な

い
よ
う
に
子
供
た
ち
が
歌
う
呪
い
唄
で
、
こ
れ
も
前
に
み
た
＠
と
同
じ
く
逆
接

的
用
法
の
お
ど
し
唄
と
考
え
ら
れ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
「
Ａ
し
た
い
な
ら
ぱ
Ｂ
す
る
ぞ
」
と
い
う
く
お
ど
し
Ｖ
の
型

は
原
初
的
た
形
は
単
純
に
こ
の
型
だ
げ
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
、
対
立
概
念
と
し

て
の
「
Ａ
し
た
ら
Ｂ
し
て
や
る
」
と
い
う
甘
言
の
く
だ
ま
し
Ｖ
型
発
想
を
も
す

ぐ
後
に
付
加
す
る
た
か
で
捗
式
の
バ
ラ
ソ
ス
の
と
れ
た
、
聞
い
て
い
て
な
だ
ら

か
な
響
き
を
も
っ
彩
に
変
容
し
て
い
く
可
能
性
を
は
ら
ん
で
い
た
。
　
『
梁
塵
秘

抄
』
に
み
ら
れ
る
＠
の
蝸
牛
に
対
す
る
唄
な
ど
は
そ
の
典
型
と
い
え
よ
う
。
す

で
に
平
安
末
か
ら
鎌
倉
に
か
け
て
の
こ
の
時
代
に
、



と
い
う
く
お
ど
し
型
Ｖ
〈
だ
ま
し
型
Ｖ
発
想
法
が
み
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、

　
　
　
　
　
　
注
１
４

逆
に
こ
の
歌
が
童
謡
と
し
て
歌
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
類
推
さ
せ
る
も
の
と
も
い

え
よ
う
。
今
目
の
わ
ら
べ
唄
の
発
想
の
原
型
が
か
な
り
古
く
ま
で
遡
る
こ
と
が

で
き
る
と
い
う
証
左
に
も
な
ろ
う
。

皿
相
手
（
対
象
）
の
弱
点
を
知
っ
て
、
自
分
は
相
手
の
恐
れ
る
存
在
で
あ
る

　
　
（
存
在
に
た
れ
）
と
お
ど
し
、
対
抗
す
る
型
。
こ
れ
は
次
の
よ
う
な
表
現

　
　
定
型
を
も
っ
て
い
る
。

私
は
Ａ
だ
ぞ
。

〃
だ
ぞ
。

１Ｂ
す
る
な
。
（
せ
よ
。
）
〈
な
ぜ
な
ら
ぱ
Ｖ

私
は
Ａ
だ
ぞ
。

（
Ａ
様
の
お
通
り
だ
）

〃
だ
ぞ

一
〃
だ
ぞ

お
前
の
ｘ
は
Ｂ
、
私
の
ｘ
は
Ｃ
〈
だ
か
ら
Ｖ

Ａ
だ
ぞ
。

¢
俺
は
鍛
冶
屋
の
娘
（
息
子
）
だ
よ
、

鎌
も
錠
も
持
っ
と
る
ぞ
。

　
　
　
（
長
野
）
『
下
伊
那
郷
土
民
謡
集
』

　
蛇
も
百
足
も
出
る
た
、

　
　
　
　
わ
ら
べ
唄
の
発
想
と
表
現

　
　
銘
も
鎌
も
差
し
て
来
た
、

　
　
菖
蒲
湯
も
浴
び
て
来
た
、

　
　
菖
蒲
丹
前
か
げ
て
来
た
。

　
　
　
　
（
新
潟
）
『
目
本
伝
承
童
謡
集
成
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
な
ゆ
ぴ

　
わ
れ
が
指
は
糞
指
、
わ
し
が
指
は
金
指
、

　
　
た
ん
ぽ
噛
ん
で
も
痛
う
な
い
。

　
　
　
■
（
島
根
）
『
目
本
伝
承
童
謡
集
成
』

　
＠
お
れ
の
手
は
　
か
ね
（
金
）
に
た
れ

　
　
蛇
の
手
は
く
さ
れ
…
…

　
　
　
　
（
長
野
）
『
下
伊
那
郷
土
民
謡
集
』

　
漆
ま
け
ま
け
、
こ
ち
ゃ
負
け
ん
、

　
　
わ
し
は
　
大
和
の
　
す
も
ん
と
り
。

　
　
　
　
（
奈
良
）
『
目
本
伝
承
童
謡
集
成
』

　
　
　
　
は
み

　
＠
蛇
も
嘆
も
そ
ち
よ
れ
、

　
　
は
い
と

　
　
隼
人
さ
ま
の
お
通
り
。

　
　
　
　
（
高
知
）
『
目
本
伝
承
童
謡
集
成
』

　
¢
　
は
蛇
を
見
た
時
、
＠
も
蛇
や
竣
を
見
た
時
に
自
分
は
対
象
の
恐
れ
る
者

で
あ
る
と
だ
ま
し
て
お
び
や
か
し
、
そ
れ
ら
の
危
害
に
会
わ
な
い
よ
う
に
す
る

呪
い
唄
で
あ
る
。
指
を
噛
ま
れ
た
ら
そ
の
毒
で
死
ぬ
と
い
う
、
蛇
や
竣
に
対
す

る
恐
怖
に
対
抗
す
る
に
は
敵
を
よ
く
知
っ
て
い
る
こ
と
が
何
よ
り
も
大
事
た
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七



　
　
　
　
　
わ
ら
べ
唄
の
発
想
と
表
現

と
で
、
「
鍛
冶
屋
の
娘
（
息
子
）
」
は
次
の
鎌
や
舵
を
出
す
た
め
の
語
で
は
あ
る

が
、
鍛
冶
屋
の
血
筋
を
引
く
者
と
い
う
こ
と
で
権
威
づ
げ
を
し
た
り
、
　
も
同

じ
で
あ
る
が
、
蛇
が
鋼
鉄
を
嫌
い
、
こ
れ
に
触
れ
る
と
腐
敗
し
て
蛇
が
死
ぬ
と

い
う
俗
信
を
知
っ
た
上
で
、
コ
ト
バ
の
上
に
お
け
る
殺
し
文
句
を
並
べ
た
も
の

で
あ
る
。
◎
の
場
合
は
、
さ
ら
に
魔
除
げ
の
効
果
を
も
つ
菖
蒲
を
持
ち
出
し
徹

底
的
に
敵
を
こ
わ
が
ら
せ
た
も
の
で
あ
る
。
＠
も
蛇
に
指
を
噛
ま
れ
る
こ
と
に

対
す
る
恐
れ
の
心
情
の
裏
返
し
と
し
て
自
分
の
指
の
強
靱
さ
を
相
手
の
指
の
も

ろ
さ
と
対
比
さ
せ
る
移
で
示
し
て
お
ど
し
蛇
を
遠
ざ
げ
る
呪
い
唄
で
あ
る
。
こ

の
時
、
恐
怖
心
が
居
直
り
に
よ
る
お
ど
し
に
ま
で
な
り
き
ら
ず
、
こ
う
あ
っ

て
欲
し
い
と
い
う
願
望
に
よ
っ
て
恐
怖
心
を
補
償
す
る
場
合
に
は
　
の
よ
う
に

「
…
…
に
な
れ
」
と
い
う
形
に
な
る
。
◎
は
漆
除
げ
の
呪
い
唄
で
、
漆
に
負
け

な
い
「
力
」
の
持
主
と
し
て
対
象
と
対
決
す
る
。
＠
は
隼
人
と
い
う
人
物
名
を

出
し
て
蛇
や
竣
を
お
ど
す
。
隼
人
と
は
戦
国
時
代
の
武
将
、
福
原
隼
人
の
こ
と

で
、
ま
む
し
に
噛
ま
れ
て
死
ん
だ
の
で
、
そ
の
霊
を
ま
つ
っ
た
も
の
が
隼
人
神

杜
で
あ
る
と
い
う
。
そ
の
御
祭
神
で
あ
る
「
隼
人
さ
ま
」
は
、
こ
の
地
域
で
は

蛇
除
げ
の
守
り
神
と
な
り
、
そ
の
「
隼
人
さ
ま
の
お
通
り
だ
」
と
蛇
や
竣
を
お

ど
す
の
で
あ
る
。

　
以
上
は
す
べ
て
漆
・
蛇
・
峻
・
百
足
等
の
存
在
に
対
し
抱
く
恐
怖
心
を
、
よ

り
強
い
力
や
霊
力
で
こ
れ
ら
の
邪
悪
な
対
象
に
対
抗
す
る
こ
と
で
解
放
す
る
呪

い
唄
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
は
例
え
ぱ
、
疫
病
が
流
行
す
る
と
村
落
の
境
界
や
各

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
八

家
の
門
口
等
に
大
草
轄
を
吊
り
下
げ
て
、
「
こ
ん
な
大
き
な
草
軽
を
履
く
怪
物

が
い
る
ぞ
」
と
疫
病
神
を
お
ど
し
、
そ
の
侵
入
を
防
ぐ
習
俗
な
ど
と
同
じ
心
理

か
ら
出
た
言
語
表
現
と
し
て
の
呪
的
行
為
と
い
え
よ
う
。

皿
相
手
（
対
象
）
に
人
の
守
る
べ
き
道
徳
的
道
（
主
と
し
て
恩
）
を
そ
の
手

　
　
段
に
し
て
お
ど
し
、
相
手
を
強
制
的
に
従
わ
せ
る
型
。
こ
れ
は
、

Ａ
の
恩
を
忘
れ
た
か
（
忘
れ
る
な
）
。

　
　
と
い
う
よ
う
な
表
現
定
型
に
た
る
。

　
¢
く
ち
は
び
や
　
ち
が
や
畠
に
屋
寝
し
て

　
　
ワ
ラ
ビ
の
恩
は
忘
れ
た
か

　
　
　
　
（
茨
城
）
『
目
本
の
俗
信
』

　
　
茅
萱
に
昼
寝
し
て
　
茅
萱
芝
に
突
き
通
さ
れ
た

　
　
蕨
の
恩
を
忘
れ
た
か

　
　
　
　
（
長
野
）
『
下
伊
那
郷
土
民
謡
集
』

　
＠
ち
が
や
畑
に
昼
寝
し
て

　
　
わ
ら
び
の
恩
を
忘
る
な

　
　
　
　
（
福
島
）
『
目
本
の
俗
信
』

　
¢
は
堕
に
出
会
っ
た
時
や
っ
か
ま
え
る
時
の
唱
え
こ
と
ぱ
、
　
は
野
原
の
木

蔭
た
ど
に
昼
寝
す
る
と
き
の
唱
え
こ
と
ぱ
、
　
は
複
に
咬
ま
れ
た
と
き
に
ー
三
度

こ
の
こ
と
ぱ
を
唱
え
、
わ
ら
び
で
こ
す
っ
て
湯
に
入
る
と
、
ま
む
し
の
毒
が
消



え
る
と
い
う
、
ま
む
し
の
毒
消
し
の
呪
い
こ
と
ぱ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
　
の

場
合
も
本
来
は
ま
む
し
除
げ
の
唱
え
こ
と
は
と
し
て
歌
わ
れ
た
も
の
と
推
定
さ

れ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
こ
れ
ら
の
唱
え
言
葉
の
意
味
は
難
解
で
、
そ
れ
に
っ
い

て
の
由
来
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

　
　
ま
む
し
が
昼
寝
を
し
て
い
た
ら
、
ち
が
や
が
芽
を
出
し
て
、
ま
む
し
の
体

　
を
突
き
さ
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
に
ワ
ラ
ビ
が
生
え
て
き
て
、
や
わ
ら
か
く

　
マ
ム
シ
の
体
を
持
ち
上
げ
、
ち
が
や
を
抜
い
て
や
っ
た
。
だ
か
ら
マ
ム
シ
に

　
咬
ま
れ
た
と
き
は
、
わ
ら
び
の
恩
を
忘
れ
た
か
と
、
昔
の
恩
を
思
い
出
さ
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
２
０

　
る
よ
う
な
呪
文
を
と
な
え
る
の
だ
と
い
う
。

　
ま
た
呪
文
だ
け
で
な
く
実
際
に
１
竣
の
害
を
免
れ
る
た
め
に
、
春
に
は
じ
め
て

見
っ
げ
た
ワ
ラ
ピ
を
っ
ぶ
し
て
足
に
塗
っ
て
お
く
と
い
う
よ
う
な
呪
的
行
為
が

　
　
　
　
　
　
　
　
注
２
１

残
っ
て
い
る
地
域
も
あ
る
よ
う
だ
。

ｗ
　
対
象
（
害
を
及
ぽ
す
動
物
等
）
を
現
実
に
懲
ら
し
め
よ
う
と
し
て
い
る
状

　
　
態
や
、
か
つ
て
懲
ら
し
め
た
状
態
を
模
擬
的
に
歌
っ
て
対
象
に
聞
か
せ
て

　
　
お
び
や
か
す
型
。

　
¢
お
も
ら
も
ち
は
　
お
留
守
け
、

　
　
　
　
　
　
　
　
お
ん
め
　
え

　
　
お
槌
ど
ん
の
　
御
見
舞
だ
。

　
　
　
　
（
長
野
県
下
伊
那
郡
豊
丘
村
堀
越
）
（
筆
者
採
録
）

　
　
　
　
　
　
　
　
と
う
ど

　
　
七
草
な
づ
な
　
唐
土
の
鳥
が

　
　
目
本
の
国
へ
　
渡
ら
ぬ
先
に
■

　
　
　
　
　
わ
ら
ぺ
唄
の
発
想
と
表
現

　
あ
わ
せ
て
　
バ
ー
タ
バ
タ

　
　
　
（
全
国
的
）

　
狐
く
っ
た
ら
　
う
ま
か
っ
た

　
　
ち
い
っ
と
し
っ
ぽ
が
　
に
が
か
っ
た

　
　
　
　
（
長
野
）
『
山
国
の
わ
ら
べ
う
た
』

＠
か
な
蛇
　
か
く
太
郎

　
　
晩
げ
化
け
た
ら

　
　
舵
鎌
　
そ
ろ
え
て
切
っ
て
　
ぷ
っ
ぷ
っ
ぶ
っ

　
　
　
　
（
福
島
）
『
わ
ら
べ
唄
考
』

　
¢
は
正
月
十
四
目
の
未
明
に
農
家
の
子
供
た
ち
が
田
畑
の
畦
を
槌
で
た
た
い

て
ま
わ
り
、
肥
桶
の
底
を
天
び
ん
棒
で
ギ
ー
コ
ギ
ー
コ
き
し
る
音
（
も
ぐ
ら
の

鳴
き
声
の
擬
音
）
を
さ
せ
、
田
畑
を
荒
ら
す
と
こ
ん
な
風
に
お
前
た
ち
を
ギ
ュ

ー
ギ
ュ
エ
言
わ
せ
て
懲
ら
し
め
て
や
る
ぞ
と
い
う
威
嚇
を
行
な
う
そ
の
行
為
も
、

畦
を
槌
で
た
た
い
て
ま
わ
る
と
き
の
唄
も
、
と
も
に
も
ぐ
ら
に
対
し
て
一
年
問

農
作
物
に
害
を
与
え
さ
せ
な
い
こ
と
を
約
束
さ
せ
る
た
め
の
牽
制
と
い
え
る
。

　
も
同
じ
く
十
四
目
の
晩
に
行
な
わ
れ
る
害
鳥
を
追
い
払
う
鳥
追
い
の
唄
で
、

唐
土
の
害
鳥
が
目
本
の
国
に
渡
っ
て
来
な
い
前
に
や
っ
っ
げ
て
お
く
の
だ
と
庖

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
　
、
　
　
、
　
、

丁
で
七
草
を
た
た
た
い
て
刻
み
な
が
ら
歌
う
。
　
「
あ
わ
せ
て
バ
ー
タ
バ
タ
」
は

恐
ら
く
人
問
に
こ
ら
し
め
ら
れ
る
時
の
鳥
の
羽
音
を
歌
っ
た
も
の
だ
ろ
う
。
と

す
る
と
、
ま
さ
に
七
草
を
刻
む
行
為
も
唄
も
害
鳥
を
懲
ら
し
め
る
模
擬
的
行
為

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九



　
　
　
　
　
わ
ら
べ
唄
の
発
想
と
表
現

と
い
え
よ
う
。
＠
は
狐
に
対
す
る
威
嚇
の
唄
で
、
現
実
に
は
人
問
が
狐
を
食
べ

る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
し
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
行
為
を
し
た
ぞ
と

言
い
、
悪
い
こ
と
を
す
る
と
再
び
同
じ
よ
う
な
目
に
会
わ
せ
て
や
る
ぞ
と
い
う

お
ど
し
を
す
る
。
＠
は
蛇
を
殺
し
た
時
に
崇
り
の
な
い
よ
う
に
唱
え
る
唱
え
唄

で
あ
る
が
、
　
「
ぶ
っ
ぷ
っ
ぷ
っ
」
と
い
う
の
は
錨
鎌
で
蛇
を
切
る
時
の
擬
音
語

で
、
化
げ
て
き
た
ら
逆
に
こ
ん
な
目
に
あ
う
ぞ
と
い
う
お
ど
し
。

　
以
上
い
ず
れ
の
例
も
人
間
に
と
っ
て
あ
り
が
た
く
な
い
生
き
物
た
ち
に
人
問

の
側
が
、
未
来
、
現
在
、
過
去
に
お
い
て
痛
い
目
に
あ
わ
せ
て
い
る
状
況
を
模

擬
的
に
対
象
に
知
ら
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
相
手
に
こ
ち
ら
の
主
張
な
り
言
い
分

な
り
を
聞
か
せ
従
わ
せ
る
発
想
で
あ
る
。

３

　
〈
だ
ま
し
型
Ｖ
発
想
法
及
び
く
お
ど
し
型
Ｖ
発
想
法
が
、
そ
れ
ぞ
れ
形
式
を

異
に
し
な
が
ら
も
、
歌
い
手
が
自
己
の
意
志
や
願
望
を
実
現
す
る
た
め
の
発
想

で
、
歌
や
唱
え
言
に
よ
っ
て
対
象
を
支
配
す
る
結
果
を
も
た
ら
す
定
型
的
な
構

造
を
も
ち
、
両
者
が
一
つ
の
唄
の
中
で
同
時
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

〈
だ
ま
し
型
Ｖ
発
想
と
く
お
ど
し
型
Ｖ
発
想
は
本
来
、
唄
や
唱
え
言
を
聞
か
せ

る
対
象
に
こ
ち
ら
側
の
言
い
分
を
納
得
さ
せ
る
彩
で
歌
っ
た
り
唱
え
た
り
せ
ね

ぱ
な
ら
汰
い
も
の
で
、
歌
い
手
は
当
然
そ
の
こ
と
を
意
識
し
て
歌
う
。
と
こ
ろ

が
く
の
ろ
い
型
Ｖ
発
想
法
は
対
象
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
憎
し
み
や
敵
対
の
感

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〇

清
の
吐
露
そ
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
対
象
が
こ
ち
ら
側
に
従
わ
な
く
て
も
よ
い

の
で
あ
る
。
従
っ
て
両
者
が
言
い
争
え
る
可
能
性
の
あ
る
悪
口
唄
と
は
本
質
的

に
異
た
る
も
の
で
あ
る
。
す
汰
わ
ち
く
の
ろ
い
Ｖ
の
発
想
は
い
わ
ゆ
る
黒
呪
術

と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
対
象
が
直
接
的
な
災
禍
を
受
げ
る
こ
と
を
願
う
発

想
で
、
相
手
か
ら
の
反
撃
を
許
さ
た
い
。

Ａ
す
る
老
は

（
そ
い
つ
を
）

Ｂ
し
て
し
ま
え
。

Ａ
す
る

（
し
な
い
）
者
は
く
そ
の
結
果
Ｖ
Ｂ
し
ろ
。

（
お
前
は
）

Ａ
し
て
み
ろ
。

〈
そ
の
結
果
Ｖ
Ｂ
し
ろ
。

こ
の
家
（
１
ｌ
Ａ
す
る
家
）

は
く
そ
の
結
果
Ｖ
Ｂ
に
た
れ
。

と
こ
と
ん
Ｂ
に
た
れ
。

一
簸
ち
は
一
Ｂ
せ
ま
は
ｘ
に
た
つ
て
、
箏
Ｃ
に
な
れ

（
お
前
た
ち
は
）
甘
に
な
れ
。

（
お
前
た
ち
は
）

Ｂ
せ
よ
。

Ｒ
せ
よ
。

と
い
う
よ
う
な
表
現
定
型
を
も
っ
て
い
る
、

０
俺
の
蔭
に
匁
る
者
は

　
い
ち
び
と
　
に
び
と

　
さ
ん
び
と
　
し
び
と

　
死
人
の
山
へ
ず
り
込
ん
で

　
赤
い
火
箸
で
焼
き
殺
せ



　
　
　
（
長
野
県
下
伊
那
郡
大
鹿
村
）
（
筆
者
採
録
）

　
お
れ
の
影
に
た
る
も
の
、

　
お
椀
持
っ
て
乞
食
し
ょ
。

　
　
　
（
愛
知
）
『
目
本
伝
承
童
謡
集
成
』

　
か
げ
を
せ
い
、
貧
乏
せ
い
、

　
ほ
い
と
う
袋
縫
う
て
や
ろ
、

　
か
げ
を
す
り
ゃ
猫
で
も
嫌
う
。

　
　
　
（
岡
山
）
『
目
本
伝
承
童
謡
集
成
』

　
　
　
う
ぢ

＠
こ
の
家
や
く
さ
れ
、
。

　
ね
だ
か
ら
　
ね
だ
ま
で
　
く
さ
れ
、
く
さ
れ
。

　
　
　
（
富
山
）
『
目
本
伝
承
童
謡
集
成
』

　
　
　
　
　
よ
う

　
亥
の
子
の
夜
さ
、
祝
わ
ん
奴
は
、

　
鬼
産
め
蛇
産
め
、
角
の
は
え
た
子
産
め
。

　
　
　
（
広
島
）
『
日
本
伝
承
童
謡
集
成
』

＠
貧
せ
、
貧
せ
、

　
足
は
す
り
こ
ぎ
、
手
は
て
ん
ぼ
、

　
頭
は
や
か
ん
に
た
っ
て
う
せ
。

　
　
　
（
三
重
県
志
摩
郡
）
『
僅
謡
集
』

¢
親
死
ね
、
子
死
ね
、

　
ひ
と
と
は
味
暗
に
た
れ
、

　
　
　
　
わ
ら
べ
唄
の
発
想
と
表
現

　
　
味
嗜
塩
は
腐
れ
。

　
　
　
　
（
長
野
県
飯
田
市
川
路
）
（
筆
者
採
録
）

　
＠
親
死
ね
、
子
死
ね
、

　
　
四
十
九
の
餅
を
つ
げ
。

　
　
　
　
（
長
野
県
飯
田
市
川
路
）
（
筆
者
採
録
）

　
¢
～
＠
は
日
向
ぽ
っ
こ
を
す
る
子
供
の
前
に
１
立
っ
て
日
陰
を
っ
く
る
者
に
１
対

し
て
歌
わ
れ
る
の
ろ
い
唄
で
、
そ
れ
ら
の
の
ろ
い
コ
ト
バ
は
「
焼
き
殺
せ
」
と

か
「
乞
食
を
し
ろ
」
　
「
貧
乏
し
ろ
」
と
単
な
る
お
ど
し
や
悪
ロ
コ
ト
バ
で
は
な

く
、
コ
ト
バ
が
対
象
の
災
禍
そ
の
も
の
を
含
み
こ
ん
で
お
り
、
現
実
に
お
こ
り

う
る
も
の
で
あ
る
点
に
お
い
て
、
コ
ト
バ
が
実
質
的
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
し

か
も
、
そ
れ
を
聞
く
側
は
、
そ
れ
を
コ
ト
バ
で
も
っ
て
対
応
し
き
れ
な
い
。

　
＠
は
正
月
十
五
目
に
左
義
長
の
材
料
を
集
め
る
た
め
に
子
供
た
ち
が
各
家
を

訪
間
し
て
貰
え
な
か
っ
た
と
き
に
歌
う
唄
で
、
逆
に
貰
え
た
と
き
に
１
は
、

　
　
　
　
う
つ
ち

　
　
こ
の
家
や
御
繁
昌

　
　
ね
だ
か
ら
ね
だ
ま
で
　
御
繁
昌
御
繁
昌

と
こ
の
家
を
寿
ぐ
祝
唄
を
歌
う
と
い
う
。
す
な
わ
ち
寿
詞
と
対
立
す
る
コ
ト
バ

と
し
て
の
ろ
い
唄
は
歌
わ
れ
る
。
　
も
、
前
の
＠
と
類
似
し
た
構
造
を
も
っ
。

こ
の
唄
は
、
旧
暦
十
月
の
亥
の
目
に
行
な
う
収
穫
祭
に
亥
の
子
餅
を
つ
い
て
祝

う
、
そ
の
目
に
子
供
た
ち
が
藁
ボ
テ
や
石
で
地
面
を
突
い
て
回
り
、
各
家
を
訪

間
し
て
歩
い
て
、
祝
儀
の
餅
や
も
の
を
貰
え
な
い
と
き
に
こ
の
唄
を
歌
う
。
逆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
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わ
ら
べ
唄
の
発
想
と
表
現

に
貰
え
た
時
に
は
、

　
　
亥
の
子
　
亥
の
子

　
　
亥
の
子
餅
揚
い
て
　
繁
昌
せ
繁
昌
せ

と
祝
い
唄
を
歌
う
と
い
う
。
＠
は
、
霜
月
七
目
に
行
わ
れ
る
「
山
の
神
の
勧

進
」
と
い
っ
て
各
家
を
祝
言
を
述
べ
て
廻
り
な
が
ら
寄
進
を
依
頼
す
る
行
事
の

折
、
寄
進
を
拒
ま
れ
た
家
に
対
し
て
歌
わ
れ
る
唄
で
あ
る
。
「
貧
乏
し
ろ
」
と

か
「
手
足
も
頭
も
バ
ラ
バ
ラ
に
た
っ
て
失
せ
て
し
ま
え
」
と
の
ろ
う
唄
で
あ
る
。

　
＠
～
＠
は
共
同
体
全
体
が
祭
に
参
加
し
た
り
祝
っ
た
り
、
寄
進
を
せ
ね
ば
な

ら
な
い
時
に
そ
れ
ら
に
協
力
し
な
か
っ
た
り
、
勝
手
な
行
動
を
す
る
家
や
人
々

に
対
す
る
杜
会
的
非
難
で
あ
り
抗
議
で
も
あ
る
が
、
そ
れ
以
上
に
そ
う
い
っ
た

全
体
で
祝
わ
ね
ぱ
た
ら
た
い
祝
い
事
を
し
な
い
者
は
「
災
禍
に
あ
っ
て
不
幸
に

な
れ
」
と
の
ろ
う
気
持
が
、
共
同
体
全
体
の
心
情
の
根
底
に
本
来
存
在
し
て
お

り
、
そ
こ
か
ら
発
せ
ら
れ
る
の
ろ
い
コ
ト
バ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
＠
の
唄
に

つ
い
て
、
土
橋
寛
先
生
は
、

　
　
こ
う
し
た
唱
え
言
に
は
呪
誼
の
意
識
は
弱
く
、
単
な
る
悪
口
歌
に
近
い
が
、

聞
き
手
に
は
そ
れ
が
不
吉
の
感
情
を
も
た
ら
し
、
そ
の
後
何
か
よ
く
な
い
こ

と
が
起
こ
っ
た
と
す
る
と
こ
れ
を
悪
口
歌
と
結
び
っ
げ
て
考
え
る
と
こ
ろ
か

ら
、
悪
口
歌
は
呪
誼
の
歌
に
転
化
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
こ
の
例
な
ど
は
悪

　
旦
旨
葉
（
先
呪
術
的
言
語
）
と
呪
誼
（
黒
呪
文
）
と
の
境
目
に
あ
る
も
の
と

　
　
　
注
２
２

　
い
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
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と
述
べ
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
認
め
ら
れ
汰
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
が
、
よ
り
唄
の

発
想
の
基
層
的
構
造
に
か
か
わ
っ
て
言
う
た
ら
ぱ
、
悪
口
と
の
ろ
い
と
は
必
ず

し
も
同
一
の
も
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
悪
口
や
悪
態
が
、
相
手
の
感
情
を
損

う
こ
と
に
主
眼
を
お
い
た
、
い
う
な
ら
ぱ
喚
情
的
機
能
を
も
つ
の
に
対
し
て
、

の
ろ
い
は
、
感
情
の
問
題
で
な
く
、
よ
り
直
接
的
な
災
禍
を
も
た
ら
そ
う
と
す

る
呪
的
機
能
に
よ
る
実
質
的
な
も
の
と
言
わ
な
げ
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
し
か
も
わ

ら
べ
唄
の
機
能
に
お
い
て
、
こ
れ
こ
そ
が
よ
り
始
源
的
た
も
の
と
認
め
ら
れ
よ

　
　
　
　
　
注
２
３

う
。
土
橋
寛
先
生
に
よ
れ
ぱ
、
「
ノ
ル
」
は
「
憎
悪
の
感
情
の
表
出
と
し
て
の

『
ノ
ル
』
に
由
来
す
る
も
の
で
な
い
か
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
方
向
か
ら
呪
誼
を

意
味
す
る
ノ
ロ
フ
が
派
生
し
た
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
し
て
、

の
ろ
い
は
単
な
る
感
情
の
表
出
と
し
て
、
相
手
の
悪
感
情
を
喚
起
す
る
こ
と
に

目
的
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
相
手
の
感
情
の
あ
り
か
た
よ
り
も
、

こ
ち
ら
の
感
情
に
も
と
づ
い
て
、
相
手
に
悪
い
事
態
を
生
じ
る
こ
と
を
目
的
に
。

す
る
の
で
あ
る
。
¢
ゆ
の
唄
が
そ
の
こ
と
を
よ
り
よ
く
実
証
し
て
い
る
。
¢
ゆ

に
，
歌
わ
れ
た
「
ひ
と
と
」
と
い
う
の
は
セ
キ
レ
イ
の
こ
と
で
、
上
伊
那
北
部
に
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お
い
て
は
水
神
様
の
お
使
い
鳥
と
さ
れ
、
水
神
鳥
と
呼
ぱ
れ
る
と
い
う
。
こ
の

「
ひ
と
と
」
の
雛
を
人
間
が
取
っ
．
た
り
、
い
じ
め
た
り
す
る
と
、
親
鳥
が
そ
の

害
を
加
え
た
人
間
を
呪
誼
し
て
鳴
く
と
言
わ
れ
て
い
る
の
が
こ
の
¢
＠
の
唄
で

あ
る
。
後
半
部
分
が
「
家
の
ぐ
る
ら
は
海
に
な
れ
」
（
大
草
）
と
歌
う
と
こ
ろ

　
注
２
５

も
あ
る
と
い
う
。
¢
の
「
味
嗜
塩
は
腐
れ
」
と
い
う
詞
章
に
あ
る
「
味
嗜
が
腐



る
」
現
象
に
関
し
て
は
、
人
共
の
問
で
不
吉
な
こ
と
の
前
兆
と
し
て
受
け
と
め

ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
例
え
ぱ
「
味
嗜
が
酸
く
な
る
と
人
が
死
ぬ
」
（
下
伊
那

郡
豊
丘
村
）
と
い
う
コ
ト
ワ
ザ
な
ど
に
１
お
い
て
も
こ
の
あ
た
り
の
地
域
全
域
に

わ
た
っ
て
伝
承
さ
れ
て
い
る
事
が
ら
で
も
あ
り
、
歌
詞
の
意
味
は
「
自
分
（
ひ

と
と
）
が
味
喀
に
．
な
っ
て
腐
っ
て
や
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
さ
に
．
、

「
ひ
と
と
」
自
身
に
よ
る
、
害
を
加
え
た
人
間
の
親
や
子
へ
の
直
接
的
た
呪
誼

と
い
え
る
。
＠
の
「
四
十
九
の
餅
」
と
は
、
人
の
死
後
、
四
十
九
目
目
に
あ
た

る
目
に
食
べ
る
四
十
九
餅
を
言
っ
た
も
の
で
、
「
こ
の
餅
を
っ
げ
」
と
い
う
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
２
６

と
は
松
山
義
雄
氏
も
す
で
に
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
　
「
今
か
ら
死
後
の
準
備
を

せ
よ
」
と
い
う
意
に
な
る
。
　
「
家
の
ぐ
る
ら
は
海
に
な
れ
」
は
家
が
水
び
た
し

に
な
っ
た
状
態
を
言
っ
た
も
の
で
、
総
じ
て
、
ひ
と
と
の
呪
誼
は
、
害
を
与
え

た
個
人
へ
の
服
酬
に
と
ど
ま
ら
ず
、
親
も
子
も
、
家
も
と
い
っ
た
規
模
の
も
の

で
大
層
根
深
い
も
の
が
歌
わ
れ
る
。
そ
れ
は
い
か
な
る
理
由
に
も
と
づ
く
も
の

な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
こ
の
鳥
が
特
殊
た
鳥
、
す
な
わ
ち
共
同
体
の
生
活

の
根
源
に
か
か
わ
る
水
神
の
お
使
い
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
も
深
く
か
か
わ
っ

て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
先
に
み
た
＠
～
＠
の
唄
が
、
い
わ
ゆ
る
個
人
を

呪
誼
す
る
と
い
う
よ
う
な
個
人
的
レ
ベ
ル
で
の
発
想
で
は
な
い
よ
う
に
、
こ
の

鳥
が
他
の
一
般
の
鳥
と
同
じ
ょ
う
な
存
在
で
は
た
く
、
共
同
体
で
の
霊
鳥
と
し

て
大
切
に
扱
わ
ね
ば
な
ら
な
い
鳥
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
こ
の
鳥
を
い
じ
め
た
り
、

害
を
加
え
た
り
し
た
こ
と
に
よ
る
結
果
を
恐
れ
る
と
い
う
人
々
の
こ
の
鳥
に
対

　
　
　
　
　
わ
ら
べ
唄
の
発
想
と
表
現

す
る
畏
敬
の
念
に
よ
っ
て
、
げ
た
た
ま
し
く
鳴
き
叫
ぶ
鳴
き
声
に
。
、
人
間
に
対

す
る
の
ろ
い
コ
ト
バ
と
し
て
の
意
味
を
聞
い
た
に
ち
が
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ

れ
ゆ
え
、
こ
の
唄
と
と
も
に
、
　
「
ひ
と
と
の
巣
を
と
る
と
不
吉
な
こ
と
が
お
こ

る
」
と
い
う
伝
承
や
、
「
ヒ
ト
ト
の
巣
を
と
る
な
よ
」
と
い
う
戒
め
を
親
た
ち

は
子
供
に
与
え
、
子
供
も
そ
の
戒
め
を
守
り
続
け
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
日
な

た
ぼ
っ
こ
を
す
る
子
供
が
「
目
陰
を
な
す
」
と
い
う
こ
と
に
１
つ
い
て
も
何
ら
か

の
呪
的
背
景
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ぬ
が
そ
れ
に
つ
い
て
は
今
後
の
考
察
に
譲

り
た
い
。

　
と
も
か
く
、
の
ろ
い
コ
ト
バ
と
し
て
発
せ
ら
れ
る
唄
が
く
だ
ま
し
型
Ｖ
発
想

や
く
お
ど
し
型
Ｖ
発
想
で
歌
わ
れ
た
対
象
と
性
質
を
異
に
し
て
い
る
こ
と
に
注

目
せ
ね
ぱ
な
ら
た
い
が
、
一
方
、
唄
の
表
現
に
も
そ
れ
は
顕
著
に
表
わ
れ
て
い

る
。
〈
だ
ま
し
型
Ｖ
発
想
の
「
Ａ
な
ら
ぼ
Ｂ
し
て
や
る
」
や
く
お
ど
Ｌ
型
Ｖ
発

想
の
「
Ａ
す
る
な
ら
ぱ
Ｂ
す
る
ぞ
」
等
の
代
表
的
型
に
み
ら
れ
る
表
現
は
条
件

法
を
中
心
に
し
た
表
現
で
あ
る
し
、
〈
お
ど
し
型
Ｖ
の
「
Ａ
す
る
と
Ｂ
に
た
る

ぞ
」
で
す
ら
因
果
関
係
を
叙
述
し
た
表
現
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
も
尋
、
口
外
に

「
だ
か
ら
Ｃ
せ
よ
」
と
対
象
に
要
求
し
自
已
の
願
望
を
実
現
さ
せ
る
目
的
を
発

想
自
体
の
中
に
含
み
込
ん
だ
も
の
で
、
相
手
に
行
動
を
選
択
す
る
余
地
を
与
え

て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
く
の
ろ
い
型
Ｖ
発
想
法
の
場
合
は
「
Ａ
（
許
さ
れ
な

い
行
為
）
す
る
者
は
Ｂ
し
ろ
」
　
「
Ａ
し
た
結
果
Ｂ
に
た
れ
」
と
、
の
ろ
い
コ
ト

バ
を
一
方
的
に
発
せ
ら
れ
、
唄
を
聞
く
側
は
何
ら
行
動
の
選
択
の
余
地
を
も
た
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わ
ら
べ
唄
の
発
想
と
表
現

た
い
発
想
で
あ
る
。
従
っ
て
く
の
ろ
い
型
Ｖ
発
想
法
を
も
っ
唄
そ
の
も
の
は
例

に
あ
げ
た
ご
と
く
、
ご
く
限
定
さ
れ
た
も
の
の
み
に
し
か
表
わ
れ
て
お
ら
ず
、

そ
の
こ
と
の
意
味
に
っ
い
て
も
十
分
検
討
さ
れ
ね
ぱ
た
ら
な
い
。
太
陽
の
陰
を

た
し
た
り
、
祝
い
の
行
事
に
積
極
的
に
参
加
せ
ず
、
心
か
ら
祝
う
こ
と
を
し
な

か
っ
た
り
、
霊
鳥
で
あ
る
水
神
鳥
に
害
を
加
え
た
り
す
る
こ
と
は
、
表
現
の
表

層
に
お
い
て
は
、
　
一
見
無
関
係
に
み
え
な
が
ら
も
、
そ
の
基
層
に
対
応
す
る

も
の
が
見
え
て
き
そ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
太
陽
に
し
ろ
、
水
神
鳥
に
し

ろ
、
左
義
長
や
亥
の
子
や
霜
月
の
収
積
祭
と
い
っ
た
年
中
行
事
に
し
ろ
、
基
本

的
に
は
農
耕
そ
の
も
の
に
と
っ
て
も
っ
と
も
重
要
な
意
味
を
も
っ
も
の
ぱ
か
り

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
個
人
的
な
神
六
で
は
た
く
、
共
同
体
全
体
の
神
々
で
あ
る

は
ず
の
も
の
で
、
そ
う
い
う
も
の
に
対
す
る
冒
濱
と
し
て
の
行
為
を
な
し
た
者

へ
の
く
の
ろ
い
Ｖ
が
存
在
し
た
と
考
え
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
個
人
的
レ

ベ
ル
で
の
呪
誼
的
行
為
は
秘
密
裡
に
行
わ
れ
た
陰
湿
な
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、

わ
ら
べ
唄
の
中
に
伝
承
さ
れ
っ
づ
け
て
き
た
も
の
は
、
よ
り
解
放
的
な
性
格
を

も
ち
な
が
ら
、
本
来
の
呪
的
機
能
に
基
づ
く
実
質
性
を
時
代
と
と
も
に
失
な
い

っ
っ
、
発
想
の
み
は
明
確
に
く
の
ろ
い
型
Ｖ
定
型
を
も
っ
て
生
き
続
げ
て
き
た

と
い
え
よ
う
。
こ
れ
こ
そ
が
、
歌
謡
の
始
源
に
通
底
す
る
「
わ
ら
べ
唄
」
の
発

栗
の
基
本
に
。
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
喚
情
的
機
能
を
主
と
し
た
悪
口
唄
は
、
そ

の
一
つ
の
展
開
と
し
て
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
後
の
拝
清
詩
に
連
な
る
心
情

表
現
を
そ
こ
に
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
、
〈
お
ど
し
Ｖ
や
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く
だ
ま
し
Ｖ
は
、
〈
の
ろ
い
Ｖ
の
根
源
的
な
呪
的
機
能
の
正
負
の
両
極
へ
の
分

化
と
し
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
わ
ら
べ
唄

は
こ
れ
ら
三
つ
の
発
想
の
類
型
性
と
表
現
の
定
型
を
有
す
る
こ
と
に
お
い
て
歌

謡
に
お
げ
る
基
層
構
造
を
伝
承
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

注
－

注
２

注
３
・
４

注
５
・
６

注
７

注
８
・
９

注
１
０

注
ｕ
・
１
２

注
１
３

注
１
４

注
１
５

注
１
６

注
１
７

注
１
８

注
１
９

浅
野
建
二
『
わ
ら
べ
唄
風
土
記
』

上
笙
一
郎
『
日
本
の
わ
ら
べ
唄
』

武
田
正
『
わ
ら
べ
唄
め
る
へ
ん
』

ピ
ァ
ジ
エ
、
大
伴
茂
訳
『
臨
床
児
童
心
理
学
皿
－
児
童
の
世
界
観
１
－
』

北
原
白
秋
『
日
本
伝
承
童
謡
集
成
』

土
橋
寛
「
わ
ら
べ
唄
に
つ
い
て
」
（
『
古
代
歌
謡
の
世
界
』
）

藤
永
保
「
言
語
機
能
の
分
化
」
（
『
言
語
と
人
間
』
）
参
照
。

ロ
マ
ー
ソ
・
ヤ
コ
ブ
ソ
ソ
、
田
村
す
ず
子
他
訳
二
腿
言
語
学
』

牧
内
武
司
編
『
下
伊
邦
郷
土
民
謡
集
』

松
山
義
雄
『
山
国
の
わ
ら
べ
う
た
』

子
守
唄
に
用
い
ら
れ
る
甘
言
と
し
て
、
食
物
や
衣
類
や
玩
具
や
そ
の
他
さ

ま
ざ
ま
な
も
の
が
歌
わ
れ
、
眠
ら
せ
る
子
供
の
喜
こ
ぶ
も
の
に
限
ら
ず
、

歌
い
手
で
あ
る
子
守
娘
や
大
人
た
ち
の
望
む
品
々
が
歌
い
込
ま
れ
て
い
る

こ
と
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
子
守
唄
上
芙
用
性
と
拝
情
性
」
（
広
川
勝
美
編

『
民
間
伝
承
集
成
３
わ
ら
べ
唄
』
）
に
す
で
に
ふ
れ
た
。

前
出
『
山
国
の
わ
ら
べ
唄
』

前
出
「
わ
ら
べ
唄
に
つ
い
て
」

藪
田
義
雄
『
わ
ら
べ
唄
考
』

志
田
延
義
氏
が
「
梁
塵
秘
抄
と
今
様
時
代
の
研
究
」
（
『
日
本
歌
謡
圏
史
』
）

に
お
い
て
、
こ
の
唄
は
、
当
時
童
謡
で
あ
っ
た
も
の
が
、
集
中
に
採
択
さ
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れ
た
も
の
で
な
い
か
、
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
歌
が
童
謡
そ
の
も
の
と
し

て
歌
わ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
そ
の
発
想
は
す
で
に

「
わ
ら
べ
唄
」
の
中
に
当
時
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

井
之
口
章
次
『
目
本
の
俗
信
』

土
橋
寛
「
言
霊
信
仰
の
成
立
と
修
辞
法
「
（
『
講
座
日
本
の
古
代
信
仰
４

呪
穣
と
文
学
』
序
説
第
三
節
）

土
橋
寛
「
寿
詞
と
祝
詞
」
（
前
出
『
講
座
日
本
の
古
犬
一
一
一
日
卯
４
』
）

２
６
　
前
出
、
松
山
義
雄
『
山
国
の
わ
ら
べ
う
た
』

わ
ら
べ
唄
の
発
想
と
表
現

五
五
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