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恋
か
ら
見
た
恋
歌

西

村

ム
予

だ
れ
し
も
気
が
付
く
乙
と
で
あ
る
が
、
日
本
の
恋
歌
の
伝
統
に
は
、
恋
の
喜
び
を
歌
っ
た
歌
が
は
な
は
だ
少
な
い
。
日
本
人
一
般
が
持
っ
て
い
る
恋
歌
と
い

う
も
の
の
観
念
は
、
悲
観
的
な
恋
の
わ
び
歌
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
そ
れ
は
「
小
倉
百
人
一
首
」
の
恋
の
歌
な
ど
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ

こ
に
は
悲
劇
的
な
、
悲
し
い
恋
の
情
熱
を
歌
っ
た
歌
は
あ
っ
て
も
、
明
る
く
恋
の
歓
喜
を
歌
い
上
げ
た
と
い
う
も
の
は
な
い
。
日
本
の
恋
歌
の
伝
統
は
、
暗

ぃ
、
悲
観
的
な
恋
の
方
面
へ
と
傾
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

日
本
の
恋
愛
文
学
の
悲
観
的
な
傾
向
は
、
仏
教
的
な
無
常
観
と
深
い
関
連
を
持
っ
て
い
る
。
無
常
の
思
想
が
日
本
的
に
消
化
さ
れ
諺
透
し
て
ゆ
く
過
程
は
、

そ
れ
自
身
は
な
は
だ
興
味
の
あ
る
問
題
で
あ
る
が
、
平
安
朝
に
お
い
て
は
そ
れ
が
完
全
に
日
本
化
し
て
独
自
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
う
し
て
、
同
時
に
、

恋
愛
の
表
現
が
無
常
観
と
非
常
に
深
い
繋
が
り
を
見
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
恋
愛
文
学
の
表
現
や
用
語
の
末
に
い
た
る
ま
で
、
無
常
の
表
現
と
通
じ
合
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
う
き
よ
と
い
う
と
と
ば
は
、
仏
教
的
に
は
、
厭
離
す
べ
き
仮
象
の
現
世
と
い
う
と
と
で
あ
る
が
、
よ
は
世
間
と
い
う
意
味
と - 1 ー



同
時
に
男
女
の
仲
と
い
う
意
味
を
も
持
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
う
き
心
と
い
う
と
と
ば
は
、
恋
愛
用
語
と
し
て
は
、
つ
ら
い
、
思
う
に
任
せ
ぬ
男
女
の
関
係
と

い
う
意
味
に
な
る
。
し
か
も
、
そ
の
ま
ま
な
ら
ぬ
恋
愛
関
係
を
当
事
者
相
互
の
意
思
行
動
の
も
た
ら
す
も
の
と
見
ず
に
、
宿
命
的
な
、
前
世
以
来
の
因
縁
の
し

か
ら
し
め
る
も
の
と
考
え
る
。
そ
こ
に
無
常
観
に
影
響
せ
ら
れ
た
恋
愛
な
い
し
は
恋
愛
文
学
の
特
殊
性
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

草
の
色
さ
へ
見
し
に
も
あ
ら
ず
な
り
ゆ
け
ば
、
し
ぐ
れ
む
ほ
ど
の
久
し
さ
も
、
ま
だ
き
に
覚
ゆ
る
。
風
に
心
苦
し
げ
に
う
ち
廃
き
た
る
に
は
、
た
だ
い
ま

も
消
え
ぬ
べ
き
露
の
我
が
身
ぞ
、
あ
や
ふ
く
草
葉
に
つ
け
て
悲
し
き
ま
ま
に
：
：
：
（
和
泉
式
部
日
記
）

乙
う
い
う
文
の
持
っ
て
い
る
気
分
と
表
現
と
は
、
全
く
無
常
を
説
乙
う
と
す
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
「
た
だ
い
ま
も
消
え
ぬ
べ
き
露
の
我
が
身
」
と
い
う

一
句
な
ど
、
無
常
迅
速
・
朝
露
の
如
し
な
ど
と
い
う
経
文
の
こ
と
ば
を
そ
の
ま
ま
翻
訳
し
た
も
の
と
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
草
葉
の
色
が
変
わ

る
と
か
、
時
雨
が
降
る
と
い
う
表
現
は
男
の
心
変
わ
り
ゃ
涙
に
く
れ
る
境
遇
を
意
味
す
る
の
が
恋
愛
文
学
の
習
慣
で
あ
り
、
き
ゅ
・
つ
ゆ
な
ど
の
縁
語
も
恋
愛

語
集
と
し
て
は
、
恋
の
思
い
に
耐
え
か
ね
て
そ
の
身
が
空
し
く
な
る
乙
と
を
意
味
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
と
の
文
は
男
の
心
変
わ
り
を
恐
れ
て
、
命
も
絶
え
よ

こ
う
い
う
僅
か
な
例
か
ら
も
、
日
本
の
恋
愛
文
学
に
及
ぼ
し
て
い
る
無
常
観
の
影
響
の
根
強
さ
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
無
常
観
が
恋-2-

う
か
と
い
う
女
の
歎
き
の
表
出
な
の
で
あ
る
。

歌
の
悲
観
的
な
傾
向
を
助
長
し
、
そ
れ
を
暗
い
憂
欝
な
色
彩
の
も
の
と
し
た
と
言
う
乙
と
は
で
き
て
も
、
そ
れ
を
も
っ
て
日
本
の
恋
歌
に
明
る
い
歓
喜
の
歌
の

少
な
い
乙
と
の
根
本
的
な
理
由
と
見
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
恋
愛
文
学
の
上
に
無
常
観
の
惨
透
し
て
い
な
い
「
万
葉
集
」
に
お
い
て
も
、
そ
の
点
は
同
様
な

の
で
あ
る
。

「
万
葉
集
」
四
千
五
百
余
首
の
中
で
、
恋
の
歓
喜
を
歌
っ
た
歌
は
数
え
る
ほ
ど
し
か
な
い
。
伊
藤
博
氏
も
、
集
中
の
相
聞
歌
で
純
粋
な
喜
び
の
歌
は
十
首
前

注
一

後
に
す
ぎ
な
い
と
言
わ
れ
て
い
る
。
「
万
葉
集
」
の
恋
の
喜
び
の
歌
と
し
て
当
然
第
一
に
上
げ
ら
れ
る
の
は
、

み
な
ひ
と

我
は
も
や
安
見
児
得
た
り
。
皆
人
の
得
が
て
に
す
と
ふ
安
見
児
得
た
り
（
巻
二
、
九
五
）

急
即

の
歌
で
あ
ろ
う
。
と
の
歌
は
「
内
大
臣
藤
原
卿
、
采
女
安
見
児
に
襲
ひ
し
時
作
れ
る
歌
」
と
い
う
詞
書
を
伴
っ
て
い
て
、
内
大
臣
藤
原
鎌
足
が
安
見
児
と
い
う

采
女
と
結
婚
し
た
時
の
作
だ
と
い
う
境
遇
が
明
ら
か
で
あ
る
。
采
女
は
宮
廷
の
神
に
奉
仕
す
る
神
聖
な
亙
女
で
あ
っ
て
、
と
れ
と
通
ず
る
こ
と
は
大
変
な
罪
悪

で
あ
る
が
、
采
女
の
中
に
は
天
子
の
寵
を
受
け
る
も
の
が
あ
り
、
ま
た
臣
下
に
下
賜
さ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
。
と
の
歌
が
、
鎌
足
が
ひ
そ
か
に
安
見
児
に
通
じ



た
と
い
う
種
類
の
も
の
で
な
い
と
と
は
、
歌
の
調
子
の
明
る
さ
か
ら
言
っ
て
も
、
ま
た
と
の
歌
が
伝
承
さ
れ
記
録
さ
れ
た
と
い
う
事
情
か
ら
考
え
て
も
、
自
明

の
乙
と
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
は
、
安
見
児
は
数
あ
る
采
女
の
中
で
も
評
判
の
、
多
く
の
人
々
が
そ
の
下
賜
を
望
む
存
在
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
特
に
と
れ
を
賜

わ
っ
た
鎌
足
が
そ
の
喜
び
を
寵
歌
し
た
の
が
右
の
歌
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

と
の
歌
は
、
第
二
匂
と
第
五
句
と
に
「
安
見
児
得
た
り
」
と
い
う
同
じ
匂
を
繰
り
返
し
て
い
て
、
そ
の
繰
り
返
し
が
調
子
を
単
純
化
し
て
、
躍
動
的
な
感
じ

を
与
え
て
い
る
。
と
の
単
純
化
せ
ら
れ
た
、
強
い
歓
喜
の
表
現
は
、
そ
れ
が
宴
会
の
席
に
お
け
る
作
で
あ
る
と
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
宴
会
の
明
る
く
朗

ら
か
な
気
分
が
、
乙
の
歌
の
背
景
と
し
て
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

鎌
足
が
安
見
児
を
賜
わ
っ
た
の
が
宴
席
に
お
い
て
で
あ
っ
た
ろ
う
と
い
う
と
と
は
、
「
応
神
記
」
の
か
み
な
が
ひ
め
の
記
事
を
傍
証
と
す
る
と
と
が
で
き
る
。

日
向
の
豪
族
の
娘
か
み
な
が
ひ
め
は
、
美
人
の
評
判
が
遠
く
都
に
ま
で
聞
と
え
て
い
た
。
天
皇
が
と
れ
を
召
さ
れ
た
時
、
太
子
お
ほ
さ
さ
ぎ
の
み
と
と
が
父
帝

と
よ
の
あ
か
句
み
き

に
下
賜
せ
ら
れ
ん
と
と
を
請
う
て
許
さ
れ
た
。
天
皇
は
豊
明
の
宴
席
に
お
い
て
、
姫
に
大
御
酒
の
柏
を
取
ら
せ
て
太
子
に
賜
わ
っ
た
。
そ
の
時
、
太
子
の
歌
っ

道
の
後

か
み

と
は
だ
を
と
め
を
。
雷
の
ご
と
聞
え
し
か
ど
も
、
相
枕
ま
く
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た
の
が
、

の
歌
で
あ
る
。
と
の
歌
は
、
先
の
「
安
見
児
得
た
り
」
の
歌
と
明
ら
か
に
同
じ
類
型
に
属
す
る
歌
で
、
評
判
高
く
、
近
付
き
が
た
く
思
っ
て
い
た
お
と
め
を
わ

が
も
の
と
し
た
喜
び
が
明
る
く
、
障
る
と
こ
ろ
な
く
歌
い
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
歌
の
背
景
と
な
っ
て
い
る
境
遇
も
相
似
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

地
方
の
豪
族
の
女
性
が
中
央
に
召
さ
れ
る
と
と
は
、
采
女
の
貢
進
と
全
く
同
じ
意
味
を
持
っ
て
い
て
、
采
女
は
そ
れ
が
制
度
化
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の

よ
う
に
見
て
く
る
と
、
右
の
ニ
つ
の
歌
の
場
合
ば
か
り
で
な
く
、
天
子
の
所
有
で
あ
る
女
性
が
臣
下
に
下
賜
せ
ら
れ
、
そ
れ
に
歓
喜
の
歌
を
も
っ
て
答
え
る
と

い
う
場
面
は
、
古
代
に
お
い
て
い
く
ら
も
繰
り
返
さ
れ
た
と
と
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
と
に
生
ま
れ
た
類
型
的
な
歌
の
一
群
が
あ
っ
た
に
違
い

な
い
。
少
し
・
つ
が
っ
た
言
い
方
を
す
る
な
ら
ば
、
と
の
類
型
に
お
い
て
は
、
感
情
を
極
度
に
誇
張
し
て
、
喜
び
を
高
ら
か
に
歌
い
上
げ
る
と
と
が
約
束
せ
ら
れ

て
い
た
の
で
あ
る
。
歓
喜
が
明
る
く
強
く
表
現
さ
れ
れ
ば
さ
れ
石
ほ
ど
、
下
賜
に
対
す
る
深
い
謝
意
が
表
わ
さ
れ
、
ま
た
当
の
女
性
に
対
す
る
愛
着
の
強
さ
が

示
さ
れ
る
と
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。



「
我
は
も
や
安
見
児
得
た
り
」
や
「
道
の
後
乙
は
だ
を
と
め
を
」
の
歌
は
、
無
常
観
に
禍
せ
ら
れ
た
暗
い
恋
歌
ば
か
り
を
見
馴
れ
て
い
る
自
に
は
、
別
世

界
の
よ
う
な
明
る
さ
を
感
じ
さ
せ
る
。
し
か
し
、
と
れ
と
て
も
、
古
代
の
人
情
の
素
朴
さ
が
生
み
出
し
た
と
い
う
よ
う
に
考
え
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。
こ
れ
ら

の
歌
の
作
ら
れ
た
機
会
が
饗
宴
で
あ
っ
て
、
饗
宴
の
明
る
く
陽
気
な
気
分
が
歌
に
反
映
し
て
い
る
乙
と
、
ま
た
、
歌
の
境
遇
が
歓
喜
の
表
現
を
約
束
し
て
い
る

乙
と
は
右
に
見
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
。

極
め
て
当
然
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
文
学
作
品
は
そ
の
作
ら
れ
た
機
会
を
別
に
し
て
考
え
る
乙
と
は
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
機
会
が
文
学
の
質
を
決
定

す
る
乙
と
も
事
実
で
あ
る
。
古
代
に
お
い
て
は
、
祭
り
や
饗
宴
が
文
学
の
生
み
出
さ
れ
る
重
要
な
機
会
で
あ
っ
た
の
で
、
宴
会
の
歌
は
和
歌
史
の
上
に
大
き
な

分
野
を
占
め
て
い
る
。
宴
会
の
享
楽
的
な
気
分
は
、
特
に
雑
歌
の
方
面
に
そ
の
伝
統
を
残
し
て
い
る
が
、
恋
歌
の
場
合
に
も
、
祭
り
の
に
わ
や
宴
会
の
席
か
ら

生
ま
れ
た
性
格
と
し
て
、
か
け
あ
い
の
精
神
や
嘱
目
発
想
を
無
視
す
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。

注
ニ

か
け
あ
い
に
つ
い
て
は
、
折
口
信
夫
先
生
が
繰
り
返
し
説
い
て
い
ら
れ
る
の
で
詳
し
く
は
述
べ
な
い
が
、
恋
愛
文
学
が
形
成
さ
れ
る
過
程
に
お
い
て
、
か
け

あ
い
の
も
た
ら
し
た
影
響
は
大
き
か
っ
た
。
文
学
制
作
の
場
と
し
て
は
、
歌
垣
・
船
駅
以
来
の
伝
統
を
継
ぐ
歌
合
な
ど
も
、
今
日
知
る
こ
と
の
で
き
る
か
ぎ
り

- 4 ー

で
は
作
ら
れ
た
歌
を
か
け
合
わ
せ
る
だ
け
の
競
技
と
化
し
て
い
て
、
か
け
あ
い
の
正
統
は
絶
え
て
し
ま
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
精
神
は
恋
の
消
息
な
ど
に
も

持
ち
伝
え
ら
れ
て
、
そ
の
場
の
い
か
ん
に
拘
ら
ず
、
男
女
の
聞
に
応
酬
さ
れ
る
恋
の
歌
の
上
に
長
く
尾
を
引
い
て
い
る
。
特
に
女
歌
に
お
い
て
は
、
男
の
告
一
ロ
い

か
け
に
さ
か
ら
い
抵
抗
す
る
と
い
う
暗
黙
の
約
束
が
あ
っ
て
、
女
歌
の
柔
軟
で
、
そ
し
て
し
ん
の
強
い
性
格
が
作
り
出
さ
れ
て
い
る
。
相
手
の
乙
と
ば
を
は
ぐ

ら
か
す
と
か
、
相
手
の
意
表
に
出
て
驚
か
す
と
い
う
よ
う
な
発
想
の
類
型
も
、
か
け
あ
い
の
伝
統
に
よ
っ
て
養
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

宴
席
の
恋
歌
の
嘱
自
発
想
は
「
万
葉
集
」
に
誓
除
歌
や
寄
物
陳
思
の
歌
の
部
類
を
生
ん
で
い
る
。
宴
席
に
お
け
る
歌
謡
は
自
に
見
る
も
の
、
手
近
に
あ
る
も

の
を
媒
介
と
し
て
、
そ
れ
か
ら
と
と
ば
を
起
こ
し
て
言
わ
ん
と
す
る
意
義
の
本
部
に
到
達
す
る
。
そ
れ
が
恋
の
思
い
を
述
べ
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
宴
席
の

物
に
即
し
た
恋
の
発
想
な
り
修
辞
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
枕
詞
や
序
歌
の
効
果
的
な
使
用
も
、
恋
歌
の
題
材
と
そ
れ
ぞ
れ
の
縁
語
・
か
け
と
と
ば
の
決
定
も
、

宴
会
の
歌
に
お
け
る
特
殊
な
慣
習
に
よ
っ
て
醸
成
さ
れ
る
と
と
ろ
が
大
き
か
っ
た
。



こ
れ
ら
の
点
で
、
恋
歌
に
お
け
る
宴
席
の
歌
の
影
響
は
決
し
て
浅
く
な
い
の
で
あ
る
が
、
恋
歌
の
作
ら
れ
る
機
会
と
し
て
の
宴
会
は
、
後
世
か
ら
は
男
女
の

気
軽
な
応
酬
の
行
な
わ
れ
る
場
合
ば
か
り
が
自
に
つ
い
て
、
恋
愛
や
結
婚
に
関
し
て
重
要
な
意
義
の
あ
る
饗
宴
は
、
そ
の
例
を
見
出
だ
す
乙
と
が
困
難
で
あ

る
。
先
の
「
応
神
記
」
の
例
な
ど
は
、
そ
の
数
少
な
い
中
の
ひ
と
つ
な
の
で
あ
る
。

上
流
貴
族
の
結
婚
に
関
す
る
饗
宴
が
、
事
実
と
し
て
は
重
要
で
あ
り
、
盛
大
に
行
な
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
妻
を
下
賜
さ
れ
る
と
い

う
形
の
結
婚
は
、
時
代
が
下
っ
て
平
忠
盛
や
源
頼
政
に
関
し
て
そ
う
い
う
説
話
を
見
る
と
と
が
で
き
る
か
ら
、
後
々
ま
で
消
滅
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
ろ

う
。
し
か
し
、
乙
の
形
式
は
、
古
代
に
お
い
て
も
や
は
り
特
殊
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
れ
以
外
の
結
婚
方
式
に
伴
う
儀
礼
や
饗
宴
は
、
恋
の
文
学
を
生
み

出
す
機
会
に
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
万
葉
時
代
の
結
婚
が
男
女
別
居
の
か
よ
い
の
形
を
一
般
と
し
て
い
た
乙
と
は
、
決
し
て
自
由
な
野
合
が
当
時

の
結
婚
の
全
般
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
上
流
階
級
の
結
婚
が
儀
礼
的
な
面
を
伴
っ
て
い
た
と
と
は
、
僅
か
な
が
ら
痕
跡
を
見
る
乙
と
が

で
き
る
。

「
古
事
記
」
の
大
国
主
が
ぬ
な
か
は
ひ
め
に
つ
ま
ど
い
し
た
時
の
唱
和
は
、
結
婚
の
儀
式
の
起
原
を
説
く
物
語
と
し
て
伝
承
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
。
「
万
葉
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集
」
巻
十
三
に
は
、
大
国
主
の
歌
と
語
句
の
共
通
す
る
、
類
型
と
言
う
以
上
の
近
似
を
見
せ
て
い
る
歌
が
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
結
婚
に
際
し
て
は
、
と
の
種
の

歌
が
ほ
と
ん
ど
固
有
名
詞
を
入
れ
替
え
た
だ
け
で
儀
礼
的
に
繰
り
返
し
歌
わ
れ
た
も
の
で
、
そ
の
ひ
と
つ
が
た
ま
た
ま
「
万
葉
集
」
に
記
録
さ
れ
残
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
そ
の
儀
礼
の
起
原
と
し
て
伝
承
さ
れ
た
大
国
主
の
歌
は
「
古
事
記
」
に
記
録
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

E

し
な

八
千
矛
の
神
の
命
は
：
：
：
遠
々
し
高
志
の
国
に
さ
よ
ば
ひ
に
あ
り
立
た
し
、
さ
よ
ば
ひ
に
あ
り
通
は
せ
、
：
：
：
を
と
め
の
寝
す
や
板
戸
を

阻
止
暴
苦
し
と
よ
か
げ

我
が
立
た
せ
れ
ば
、
引
と
づ
ら
ひ
我
が
立
た
せ
れ
ば
、
青
山
に
鶏
は
鳴
き
ぬ
。
さ
野
つ
鳥
雑
子
は
響
む
。
庭
つ
烏
鶏
は
鳴
く
。
う
れ
た
く
も
鳴
く
な

ゃ

る
烏
か
。
乙
の
烏
も
う
ち
止
め
と
せ
ね
。
．

押
そ
ぷ
ら
ひ

引
用
し
た
最
後
の
部
分
は
、
野
の
鳥
、
家
の
烏
と
も
に
鳴
い
て
夜
が
明
け
よ
う
と
し
て
い
る
と
と
を
言
っ
て
、
そ
れ
か
ら
連
想
が
よ
じ
れ
て
、
夜
明
け
を
告

げ
る
烏
を
憎
む
乙
と
ば
へ
と
続
い
て
し
ま
っ
て
い
る
。
夜
明
け
の
鳥
を
憎
む
の
は
、
男
女
相
購
う
て
焼
の
別
れ
を
惜
し
む
恋
の
文
学
の
別
な
類
型
で
あ
る
。
そ

れ
と
継
ぎ
合
わ
さ
れ
た
よ
う
に
見
え
る
の
は
伝
承
の
聞
の
混
乱
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
部
分
は
「
万
葉
集
」
の
歌
（
三

姿
と
思
わ
れ
る
形
を
伝
え
て
い
る
。



は
つ
ぜ

ζ

も
り
く
の
泊
瀬
の
国
に
さ
よ
ば
ひ
に
我
が
来
れ
ば
、
た
な
ぐ
も
り

鶏
も
鳴
く
。
さ
夜
は
明
け
、
こ
の
夜
は
明
け
ぬ
。
入
り
て
朝
寝
む
。
乙
の
戸
聞
か
せ

雪
は
降
り
来
。
さ
ぐ
も
り

雨
は
降
り
来
。
野
つ
鳥

雑
子
響
み
、
家
つ
烏

押
そ
ぷ
ら
ひ
我
が
立
た
せ
れ
ば
、
引
乙
づ
ら
ひ
我
が
立
た
せ
れ
ば
」
と
い
う
、
お
と
め
の
寝
屋
を
訪
れ
た
男

性
の
ま
だ
許
容
を
得
な
い
姿
の
描
写
に
対
し
て
は
、
「
万
葉
集
」
の
歌
の
「
と
の
戸
聞
か
せ
」
と
い
う
要
求
が
い
か
に
も
首
尾
照
応
す
る
感
じ
を
懐
か
せ
る
。

結
婚
の
儀
礼
の
一
部
と
し
て
、
訪
れ
き
た
っ
た
男
が
お
と
め
の
寝
屋
の
前
に
立
っ
て
、
そ
の
板
戸
に
手
を
か
け
な
が
ら
求
婚
の
歌
を
歌
う
。
そ
う
い
う
場
面
を

大
国
主
の
歌
の
「
を
と
め
の
寝
す
や
板
戸
を

と
れ
ら
の
歌
か
ら
推
定
す
る
乙
と
は
、
さ
ほ
ど
無
理
な
想
像
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

男
の
求
婚
の
歌
に
対
し
て
、
当
然
女
性
の
答
え
の
歌
が
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
。
「
万
葉
集
」
の
ほ
う
に
は
そ
れ
を
伝
え
て
い
な
い
が
、
大
国
主
の
歌
に
対
す

る
ぬ
な
か
は
ひ
め
の
唱
和
は
、

青
山
に
日
が
隠
ら
ば
、
ぬ
ば
た
ま
の
夜
は
出
で
な
む
。
朝
日
の

ま
い
な

玉
手
さ
し
纏
き
、
股
長
に
寝
は
寝
さ
む
を
。
ぁ
ゃ
に

昆
た
く
イ
向

咲
み
栄
え
来
て
、
梓
綱
の

た
だ
ι
官
事

白
き
腕
。
沫
雪
の

若
や
る
胸
を
。
そ
だ
た
き

叩
き

ま
な
が
り
、
真
玉
手

な
恋
ひ
き
と
し
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と
い
う
歌
で
あ
る
。
「
古
事
記
」
は
、
ぬ
な
か
は
ひ
め
が
い
ま
だ
戸
を
聞
か
ず
、
内
よ
り
歌
っ
た
と
伝
え
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
は
求
婚
へ
の
許
諾
を
意
味
し

で
い
る
。
玉
手
き
し
ま
き
、
股
長
に
寝
ょ
う
も
の
を
、
そ
の
よ
う
に
焦
が
れ
た
ま
う
な
、
と
男
性
の
焦
慮
を
な
だ
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

か
れ
あ
み
晶

そ
の
後
に
「
故
、
そ
の
夜
は
婚
は
さ
ず
し
て
、
明
く
石
田
の
夜
、
御
構
ひ
ま
し
き
」
と
注
し
て
い
る
の
は
、
結
婚
の
初
夜
に
男
女
が
共
寝
を
し
な
い
と
い
う

習
俗
の
起
原
を
説
明
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
日
本
の
地
方
生
活
に
は
近
代
ま
で
結
婚
の
初
夜
の
共
寝
を
避
け
る
民
俗
が
あ
っ
た
が
、
「
古
事
記
」
の
乙
の
伝

承
は
、
お
そ
ら
く
「
古
事
記
」
の
編
纂
せ
ら
れ
た
奈
良
時
代
の
習
俗
の
起
原
を
説
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
い
ろ
ど
の
み
の
始
祖
で
あ
る
大
国
主
に
関
連
づ
け

て
、
遠
い
神
代
の
昔
に
と
う
で
あ
っ
た
か
ら
、
現
世
の
人
間
も
そ
れ
に
な
ら
っ
て
結
婚
の
初
夜
に
は
共
寝
を
し
な
い
の
だ
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

と
う
い
う
結
婚
儀
礼
の
方
面
か
ら
恋
歌
が
発
達
す
る
と
と
は
、
あ
っ
て
い
い
は
ず
の
と
と
で
あ
石
。
結
婚
に
関
す
る
儀
礼
・
饗
宴
が
そ
の
可
能
性
を
持
っ
て

い
て
、
恋
の
文
学
の
領
域
へ
一
歩
を
踏
み
出
そ
う
と
し
て
い
た
乙
と
は
、
安
見
児
や
副
州
制
引
剖
副
の
歌
、
ま
た
大
国
主
と
ぬ
な
か
は
ひ
め
の
唱
和
な
ど
に
つ

い
て
見
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
安
見
児
や
と
は
だ
を
と
め
の
歌
の
恋
の
勝
利
を
歌
う
類
型
が
そ
の
後
に
絶
え
て
し
ま
っ
て
い
る
の
と
同
様
に
、
大
国

主
と
ぬ
な
か
は
ひ
め
の
唱
和
の
結
婚
儀
礼
の
歌
の
系
統
も
、
そ
の
後
に
見
る
と
と
が
で
き
な
い
。
「
万
葉
集
」
巻
十
三
は
、
伝
承
性
の
濃
厚
な
重
要
な
意
義
を



持
つ
歌
を
含
ん
で
い
る
興
味
の
深
い
巻
で
あ
る
が
、
そ
れ
よ
り
も
も
っ
と
時
代
が
新
し
い
歌
を
集
め
た
巻
に
は
、
も
は
や
こ
の
種
の
歌
を
見
出
だ
す
乙
と
が
で

き
な
い
。
恋
の
文
学
の
水
脈
は
あ
ち
こ
ち
で
酒
れ
絶
え
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
し
、
こ
れ
ら
の
系
統
の
恋
の
歌
の
伝
統
が
継
承
さ
れ
発
展
し
て
い
た

な
ら
ば
、
日
本
の
恋
愛
文
学
は
も
っ
と
豊
か
で
多
彩
な
も
の
に
な
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
明
る
い
恋
の
歓
喜
を
歌
っ
た
歌
な
ど
も
そ
の
萌
芽
だ
け
は
存
し
た
と

言
う
と
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

注
三

伊
藤
博
氏
が
「
万
葉
集
」
の
相
聞
の
中
か
ら
数
少
な
い
恋
の
喜
び
の
歌
と
し
て
例
示
せ
ら
れ
た
の
は
次
の
三
首
で
あ
る
。

い
ち
し
ぱ
も
あ

大
原
の
と
の
様
葉
の
い
つ
し
か
と
我
が
思
へ
る
妹
に
、
今
宥
構
へ
る
か
も
（
巻
四
、
五
一
三
〉

わ
富
も

梅
の
花
散
ら
す
嵐
の
音
に
の
み
聞
き
し
我
妹
を
、
見
ら
く
し

ま
ζ
4
・

h
E
a

真
菰
苅
る
大
野
河
原
の
水
隠
り
に

よ
し
も
〈
巻
八
、
一
六
六
O
〉

恋
ひ
来
し
妹
が
紐
解
く
。
わ
れ
は
（
巻
二
、
二
七O
一
ニ
〉

い
ず
れ
も
歓
喜
の
表
現
と
し
て
は
少
し
力
が
弱
い
が
、
内
容
は
単
純
で
た
が
い
に
似
通
っ
て
い
る
。
五
一
三
は
相
聞
の
部
の
歌
で
「
志
貴
皇
子
の
御
歌
一

首
」
と
詞
書
が
あ
り
、

一
六
六
O
は
冬
相
聞
に
属
し
て
い
て
「
大
伴
宿
禰
駿
河
麻
呂
の
歌
一
首
」
と
詞
書
が
あ
る
。
と
も
に
作
者
を
伝
え
る
の
み
で
、
そ
れ
以-7-

上
の
歌
の
境
遇
を
伝
え
て
は
い
な
い
。
二
七O
三
は
作
者
も
明
ら
か
で
な
く
、
寄
物
陳
思
と
し
て
分
類
せ
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
と
れ
ら
の
歌

の
内
容
か
ら
推
し
て
、
そ
れ
が
結
婚
の
成
立
に
際
し
て
の
男
性
の
喜
び
の
歌
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
の
背
景
と
な
っ
て
い
る
境
遇
を
想
像
す
る
場

合
、
最
も
自
然
な
の
は
そ
れ
が
饗
宴
の
歌
だ
と
考
え
る
と
と
で
あ
ろ
う
。
結
婚
の
成
立
の
宴
に
お
け
る
歌
な
ら
ば
、
男
性
の
歌
う
べ
き
内
容
は
当
の
女
性
に
対

し
て
懐
い
て
き
た
恋
慕
の
情
の
深
さ
の
表
白
で
あ
り
、
そ
れ
が
か
な
え
ら
れ
た
喜
び
の
表
出
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
宴
席
の
一
座
に
対
し
て
そ
れ
を
表
明
す
る

乙
と
は
暗
黙
の
約
束
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
そ
の
内
容
は
著
し
く
類
型
的
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
右
の
三
首
の
無
内
容
に
近
い
単
純
さ
も
、
宴
席
に

お
い
て
歌
わ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
れ
で
十
分
に
座
の
気
分
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
そ
う
い
う
内
容
の
単
純
さ
が
宴
会
の
歌
の
特
色

の
ひ
と
つ
で
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
三
首
に
共
通
し
て
嘱
目
の
発
想
で
あ
る
と
と
も
、
そ
の
う
ち
二
首
が
地
名
を
含
ん
で
い
る
と
と
も
、
い
ず
れ
も
宴
会
の
歌
の

特
徴
で
あ
る
。

乙
う
い
う
歌
の
境
遇
の
決
定
は
、
結
局
類
型
に
よ
る
以
外
に
な
い
で
あ
ろ
う
。
歌
の
作
ら
れ
る
機
会
が
似
て
い
れ
ば
、
題
材
に
も
発
想
・
修
辞
に
も
自
然
類

型
を
生
じ
る
の
が
、
殊
に
創
作
意
識
の
薄
か
っ
た
古
代
の
歌
の
常
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
あ
え
て
個
人
の
創
作
的
な
感
懐
と
見
る
た
め
に
は
、
そ
れ
が
世
間
に
伝



え
ら
れ
記
録
せ
ら
れ
る
ま
で
の
経
緯
に
多
く
の
仮
定
を
重
ね
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
ま
た
そ
れ
な
ら
ば
内
容
や
表
現
に
も
っ
と
個
性
の
幅
が
あ
っ
て
も
よ
さ

そ
う
で
あ
る
。

注
四

宴
会
の
歌
の
方
面
を
さ
ぐ
れ
ば
、
結
婚
の
儀
礼
や
饗
宴
を
機
会
と
す
る
歌
は
も
う
少
し
の
例
を
見
出
だ
す
乙
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
恋
歌
の
全

体
か
ら
見
れ
ば
、
そ
の
数
は
極
め
て
少
な
い
も
の
で
あ
る
。
結
婚
の
儀
礼
に
伴
う
歌
な
ど
は
早
く
儀
礼
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
固
定
し
て
し
ま
っ
た
乙
と
が
考

え
ら
れ
る
し
、
宴
会
の
系
統
の
恋
の
歌
そ
の
も
の
が
や
が
て
他
に
圧
倒
せ
ら
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

結
論
を
先
に
言
え
ば
、
日
本
の
恋
歌
の
主
流
は
消
息
の
歌
へ
と
傾
い
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。

消
息
の
歌
の
作
ら
れ
る
際
の
沈
思
の
態
度
が
文
学
の
創
作
と
似
通
っ
て
い
て
、
恋
情
を
訴
え
る
た
め
の
表
現
の
努
力
が
創
作
の
苦
労
に
通
じ
て
い
た
こ
と
も

た
。
消
息
の
歌
の
数
の
多
さ
は
、
と
れ
を
疑
う
人
も
い
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
わ
れ
わ
れ
の
国
の
歴
史
が
始
ま
っ
た
時
代
に
は
、
既
に
頻
繁
に
恋
の
消
息
の
往
来
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消
息
の
歌
が
文
学
と
化
す
る
た
め
の
有
利
な
条
件
の
ひ
と
つ
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
消
息
の
歌
は
、
第
一
に
そ
れ
を
生
み
出
す
機
会
に
恵
ま
れ
て
い

が
行
な
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
、
上
流
貴
族
の
聞
で
は
文
字
の
使
用
以
前
か
ら
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
貴
人
の
恋
の
消
息
を
口
頭
で
伝
達
し
た
使
者
の
存
在
し
た

乙
と
は
、
「
仁
徳
記
」
の
口
子
の
臣
や
鳥
山
を
初
め
と
し
て
多
く
の
例
証
が
あ
る
。
上
流
階
級
の
深
窓
の
子
女
は
普
通
に
は
男
性
と
接
触
す
る
機
会
を
持
た
な

か
っ
た
。
従
っ
て
、
恋
の
交
渉
は
自
然
使
者
を
も
っ
て
消
息
を
か
わ
す
乙
と
に
な
る
わ
け
で
、
結
婚
の
成
立
以
後
に
も
、
男
女
別
居
の
結
婚
生
活
で
は
消
息
を

通
わ
す
た
め
の
使
者
が
必
要
と
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

第
二
に
、
消
息
の
歌
は
世
聞
に
伝
承
さ
れ
流
布
す
る
た
め
の
条
件
を
も
備
え
て
い
た
。
恋
の
消
息
を
伝
え
る
使
者
は
、
単
な
る
伝
達
者
で
は
な
く
、
時
と
し

て
は
消
息
の
代
作
者
で
あ
り
、
伝
承
者
・
記
録
者
で
も
あ
っ
た
。
消
息
の
使
者
が
、
主
人
の
意
を
体
し
て
時
宜
に
適
し
た
恋
の
歌
を
代
作
し
た
乙
と
は
も
の
か

は
の
蔵
人
の
場
合
ば
か
り
で
は
な
い
。
「
万
葉
集
」
に
伝
達
者
の
名
を
わ
ざ
わ
ざ
記
録
に
と
ど
め
て
い
る
歌
が
あ
る
の
は
、
そ
れ
が
伝
達
者
で
あ
る
以
前
に
代

注
五

作
者
で
あ
っ
た
と
と
を
語
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
そ
れ
ら
の
人
々
は
貴
人
の
事
績
の
伝
承
者
を
も
兼
ね
て
い
た
。
貴
人
の
事
績
は
信
仰
的
に
伝
承
さ
れ

ね
ば
な
ら
な
い
理
由
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
御
名
代
・
御
子
代
を
生
む
因
由
と
も
、
記
紀
編
纂
の
資
料
と
せ
ら
れ
た
多
く
の
伝
承
が
保
持
せ
ら
れ
た
原
因
と
も
な



っ
て
い
る
。
そ
の
伝
承
の
任
に
当
た
っ
た
の
は
、
貴
人
の
身
近
く
仕
え
る
随
従
の
人
々
で
あ
り
、
消
息
の
使
者
と
な
る
べ
き
同
じ
階
級
の
人
間
で
あ
る
。
後
世

で
言
え
ば
、
女
房
の
階
級
の
職
掌
が
と
れ
と
質
を
同
じ
く
し
て
い
る
。
主
人
の
消
息
の
代
作
者
で
あ
り
、
伝
達
者
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
言
行
の
伝
承
者
・
記
録

者
で
あ
る
。
乙
う
い
う
、
伝
承
の
機
会
と
い
う
点
に
お
い
て
も
、
恋
の
消
息
の
歌
は
そ
の
勢
力
を
伸
長
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
て
い
た
。

貴
族
階
級
の
男
女
の
聞
に
交
換
せ
ら
れ
た
恋
の
消
息
は
、
今
日
に
残
さ
れ
た
だ
け
で
も
お
び
た
だ
し
い
数
に
上
っ
て
い
る
が
、
と
れ
が
相
聞
と
い
う
名
称
の

意
義
に
最
も
端
的
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
「
万
葉
集
」
に
相
聞
の
部
立
が
設
け
ら
れ
て
い
る
と
と
は
、
こ
れ
ら
の
歌
の
大
き
な
集
団
が
意
識
せ
ら
れ
て
い

た
乙
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
「
古
今
集
」
に
至
っ
て
は
、
完
全
に
恋
の
消
息
の
歌
が
恋
歌
の
主
流
を
占
め
て
い
る
。
詞
書
に
よ
っ
て
作
品
の
境
遇
の
明
ら
か
に

一
二
の
例
外
が
あ
る
ほ
か
は
、
す
べ
て
が
恋
の
消
息
の
歌
で
あ
る
。

詞
書
と
し
て
は
「
：
：
：
よ
み
て
つ
か
は
し
け
る
」
「
：
：
：
よ
り
お
乙
せ
た
り
け
る
」
と
い
う
類
の
も
の
が
圧
倒
的
に
多
い
。
宴
会
の
系
統
の
歌
と
思
わ
れ
る
も

さ
れ
て
い
る
歌
の
う
ち
、
歌
合
や
扉
風
の
歌
な
ど
の
創
作
的
な
も
の
を
除
い
て
み
る
と
、

の
は
、
「
古
今
集
」
で
は
読
人
し
ら
ず
・
題
し
ら
ず
と
し
て
未
整
理
の
ま
ま
に
放
置
さ
れ
た
一
群
の
中
に
認
め
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
恋
の
消
息
の
歌
が
恋
歌

「
古
今
集
」
の
仮
名
の
序
が
、
当
時
の
歌
が
い
ろ
ど
の
み
の
家
に
埋
も
れ
た
乙
と
を
歎
い
て
い
る
の
も
、
こ
う
い
う
恋
の
消
息
の
歌
の
氾
濫
を
意
味
し
て
い- 9 ー

の
主
流
で
あ
る
と
と
は
、
と
こ
で
は
確
固
た
る
事
実
と
な
っ
て
い
る
。

る
の
で
あ
ろ
う
。
恋
歌
と
言
え
ば
恋
の
消
息
の
歌
で
あ
り
、
そ
れ
が
実
用
を
主
と
し
て
い
る
た
め
に
文
学
性
に
之
し
く
、
文
学
と
し
て
の
鑑
賞
に
耐
え
る
も
の

が
ま
れ
で
あ
る
。
そ
う
い
う
慨
嘆
が
、

今
の
世
の
中
、
色
に
就
き
、
人
の
心
花
に
な
り
に
け
る
よ
り
、
あ
だ
な
る
歌
、
は
か
な
き
言
の
み
出
で
来
れ
ば
、
い
ろ
ど
の
み
の
家
に
埋
れ
木
の
人
知
れ

ぬ
乙
と
と
な
り
て
、
ま
め
な
る
所
に
は
、
花
薄
ほ
に
出
、
だ
す
べ
き
と
と
に
も
あ
ら
ず
な
り
に
た
り
。

と
い
う
章
句
と
な
っ
て
現
わ
れ
て
い
る
。
「
古
今
集
」
の
文
学
運
動
は
、
ζ

う
い
う
恋
歌
の
実
用
性
に
対
す
る
一
種
の
文
芸
復
興
を
目
指
す
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
そ
の
主
張
に
も
拘
ら
ず
、
「
古
今
集
」
の
恋
歌
の
中
心
に
は
や
は
り
恋
の
消
息
の
歌
を
置
く
以
外
に
な
く
、
そ
の
配
列
も
、
恋
愛
進
展
に
伴
つ
て
の

注
六

恋
の
消
息
の
歌
の
変
化
を
主
軸
と
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
れ
ほ
ど
に
、
恋
の
消
息
の
歌
が
恋
歌
の
中
に
占
め
る
位
置
が
量
的
に
も
質
的
に
も
大
き
く
な
っ

て
い
た
の
で
あ
る
。

恋
の
消
息
の
歌
は
、
必
然
的
に
訴
え
の
歌
の
傾
向
を
持
っ
て
い
る
。
恋
の
消
息
の
最
も
普
遍
的
な
内
容
は
、
男
性
か
ら
は
、
自
己
の
恋
の
誠
実
さ
、
愛
情
の



強
さ
の
主
張
で
あ
り
、
女
性
か
ら
は
、
男
性
に
ま
さ
る
恋
心
の
強
調
と
恋
の
不
遇
の
訴
え
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
は
、
た
が
い
に
自
己
を
主
張
し
、
愛
の
あ
か
し

を
求
め
る
の
で
あ
る
が
、
乙
れ
が
一
転
す
れ
ば
、
自
己
の
主
張
を
極
度
に
押
え
た
悲
観
的
な
心
境
の
表
白
と
い
う
と
と
に
な
る
。
そ
う
い
う
抑
圧
さ
れ
た
表
現

が
、
実
は
変
則
的
な
自
己
主
張
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
あ
る
時
代
の
あ
る
社
会
内
部
の
約
束
と
し
て
は
、
そ
の
よ
う
に
よ
じ
れ
た
表
現

を
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
平
安
末
期
の
歌
な
ど
を
見
る
と
、
わ
れ
わ
れ
の
祖
先
は
失
恋
す
る
た
め
に
だ
け
恋
愛
を
し
て
い
る
よ
う
な
、
奇
異
な
感
じ

を
懐
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
日
本
の
恋
愛
文
学
の
伝
統
に
そ
う
い
う
ひ
ず
み
を
与
え
た
も
の
が
仏
教
的
な
無
常
観
で
あ
る
こ
と
は
最
初
に
述
べ
た
と
お
り
で

あ
る
。
し
か
し
、
恋
の
消
息
の
歌
は
、
元
来
わ
び
歌
と
な
る
べ
き
素
質
を
蔵
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

恋
の
消
息
の
歌
が
文
学
化
し
て
ゆ
く
道
程
で
、
非
常
に
著
し
い
日
本
文
学
の
特
徴
を
見
る
と
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
類
型
化
す
る
こ
と
が
文
学
と
な
る
た
め

の
条
件
だ
と
い
う
と
と
で
あ
る
。
あ
る
種
の
境
遇
の
歌
が
類
型
を
積
み
重
ね
る
と
と
に
よ
っ
て
そ
の
存
在
を
確
実
に
し
、
文
学
と
し
て
の
鑑
賞
に
耐
え
ら
れ
る

よ
う
に
な
る
。
逆
に
類
型
に
は
い
ら
な
け
れ
ば
、
歌
と
し
て
の
存
在
が
容
認
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
き
ぬ
ぎ
ぬ
の
歌
な
ど
に
そ
の
傾
向
が
は
っ
き

一
体
、
き
ぬ
ぎ
ぬ
に
お
い
て
男
女
が
ど
う
い
う
感
情
を
懐
か
ね
ば
な
ら
な
い
か
と
い
う
と
と
な
ど
、
ご
く
素
朴
な
考
え
方
を
す
れ
ば
、
な
ん
ら
そ
れ
を
規
制

。
リ

り
と
現
わ
れ
て
い
る
。

す
る
も
の
は
存
在
し
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
事
実
に
お
い
て
、
き
ぬ
ぎ
ぬ
の
歌
の
類
型
で
は
、
男
は
今
別
れ
て
き
た
ば
か
り
の
女
性
の
上
を
気
遣
っ
て

恋
心
が
一
段
と
増
し
た
こ
と
を
言
う
の
が
常
で
あ
り
、
女
は
一
夜
の
経
験
に
よ
っ
て
も
の
思
い
乱
れ
て
い
る
こ
と
を
言
う
の
が
約
束
に
な
っ
て
い
る
。
「
和
泉

式
部
日
記
」
の
、
式
部
が
初
め
て
敦
道
親
王
と
一
夜
を
共
に
し
た
翌
朝
の
贈
答
は
、
敦
道
親
王
の
文
の
「
い
ま
の
程
も
い
か
が
。
あ
や
し
う
」
と
い
う
と
と
ば

に
続
く恋

と
言
へ
ば
、
よ
の
常
の
と
や
思
ふ
ら
む
。
今
朝
の
心
は
た
ぐ
ひ
だ
に
な
し

の
歌
と
、
式
部
が
そ
れ
に
答
え
た

あ
し
た

よ
の
常
の
言
と
も
、
さ
ら
に
思
ほ
え
ず
。
初
め
て
も
の
を
思
ふ
朝
は

の
歌
で
あ
る
。
男
が
、
け
さ
の
恋
心
は
恋
な
ど
と
い
う
こ
と
ば
で
は
表
現
で
き
な
い
。
恋
と
言
え
ば
男
女
一
般
の
な
ら
い
と
し
て
言
う
そ
れ
と
思
わ
れ
る
で
あ

ろ
う
が
、
そ
ん
な
並
々
の
も
の
で
は
な
い
、
と
言
っ
た
の
に
対
し
て
、
女
は
、
男
女
一
般
の
な
ら
い
と
し
て
言
う
こ
と
ば
だ
な
ど
と
考
え
も
し
ま
せ
ん
。
私
の



ほ
う
は
、
か
つ
て
経
験
の
な
い
も
の
思
い
に
心
乱
れ
て
そ
ん
な
分
別
も
付
か
ず
に
い
る
の
で
す
か
ら
、
と
答
え
て
い
る
。
と
れ
が
き
ぬ
ぎ
ぬ
の
歌
の
典
型
で
あ

っ
て
、
と
う
い
う
発
想
を
し
な
け
れ
ば
き
ぬ
ぎ
ぬ
の
歌
と
し
て
容
認
さ
れ
な
い
し
、
ま
た
こ
う
い
う
類
型
を
離
れ
て
き
ぬ
ぎ
ぬ
の
歌
を
作
ろ
う
と
い
う
態
度
は

存
し
な
い
の
で
あ
る
。
光
源
氏
の
末
摘
花
に
対
す
る
よ
う
な
、
失
望
落
胆
し
て
い
る
際
の
き
ぬ
ぎ
ぬ
の
文
で
も
、
「
雲
間
待
ち
出
で
む
程
、
い
か
に
心
許
な
う
」

と
、
別
れ
て
き
た
女
性
へ
の
再
会
の
も
ど
か
し
き
を
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
光
源
氏
の
こ
の
文
は
、
実
は
第
二
夜
の
訪
問
の
意
志
の
な
い
こ
と
を
と

と
ば
の
背
後
に
告
げ
て
い
る
冷
た
い
消
息
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
表
面
だ
け
で
も
女
性
の
上
を
気
遣
う
形
を
取
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
に
、
き
ぬ
ぎ
ぬ
の
文
の

類
型
の
強
い
拘
束
力
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

き
ぬ
ぎ
ぬ
が
文
学
の
題
材
と
し
て
意
識
さ
れ
た
時
、
既
に
発
想
の
類
型
が
決
ま
っ
て
い
た
。
逆
に
、
発
想
の
類
型
が
成
立
し
た
か
ら
文
学
と
な
り
得
た
と
言

う
ほ
う
が
よ
り
適
切
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
う
し
て
、
類
型
化
は
修
辞
の
上
に
も
働
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
男
の
き
ぬ
ぎ
ぬ
の
歌
に
は
「
け
さ
」
「
あ
し

た
」
「
い
ま
の
ま
」
と
か
、
「
お
ぼ
つ
か
な
し
」
「
乙
こ
ろ
も
と
な
し
」
と
い
う
こ
と
ば
が
、
女
の
き
ぬ
ぎ
ぬ
の
歌
に
は
「
も
の
を
お
も
ふ
」
「
は
じ
め
て
も
の
を

お
も
ふ
」
と
い
う
こ
と
ば
が
始
終
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
恋
の
文
学
と
し
て
の
き
ぬ
ぎ
ぬ
の
歌
は
、
限
ら
れ
た
発
想
と
修
辞
の
中
に
お
い
て
創
造
の

努
力
を
重
ね
る
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
文
学
の
目
標
は
、
い
き
お
い
類
型
の
完
成
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。

一 11 ー

乱
れ
て
今
朝
は
も
の
を
こ
そ
思
へ
（
千
載
集
〉

い
ず
れ
も
き
ぬ
ぎ
ぬ
の
女
の
歌
と
し
て
は
、
類
型
の
頂
点
に
位
置
す
る
歌
で
あ
ろ
う
。
日
本
の
恋
愛
文
学
の
経
て
き
た
道
筋
か
ら
言
え
ば
、

相
見
て
の
後
の
心
に
比
ぷ
れ
ば
、
昔
は

長
か
ら
む
心
も
知
ら
ず
、
黒
髪
の

も
の
を
思
は
ぎ
り
け
り
（
拾
遺
集
）

一
応
そ
の
終
点

を
極
め
た
わ
け
で
あ
る
。

結
婚
の
実
生
活
に
お
い
て
き
ぬ
ぎ
ぬ
の
歌
が
重
要
視
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
平
安
朝
の
中
期
に
か
か
る
頃
か
ら
で
あ
ろ
う
。
「
源
氏
物
語
」
な
ど
に

見
え
る
結
婚
の
典
型
的
な
形
式
は
、
男
性
の
三
日
間
の
か
よ
い
の
後
に
露
顕
が
行
な
わ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
乙
う
い
う
形
が
固
定
す
る
と
と
も
に
初
夜

の
翌
朝
の
消
息
が
儀
礼
と
し
て
も
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
、
そ
の
早
い
か
遅
い
か
が
男
性
の
愛
情
と
誠
実
を
は
か
る
尺
度
と
も
せ
ら
れ
た
。
き
ぬ
ぎ
ぬ
の
歌
の

内
容
も
、
多
分
に
儀
礼
と
し
て
の
愛
情
の
表
白
で
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
類
型
が
成
立
す
る
と
と
も
に
、一
方
で
は
文
学
の
題
材
と
し

て
の
認
識
が
加
え
ら
れ
た
。
「
古
今
六
帖
」
に
は
、
既
に
き
ぬ
ぎ
ぬ
の
歌
が
「
あ
し
た
」
と
い
う
乙
と
ば
を
も
っ
て
恋
歌
の
分
類
の
小
項
目
に
配
せ
ら
れ
て
い



る
。
こ
う
い
う
こ
と
が
「
後
朝
恋
」
を
歌
合
や
百
首
歌
の
題
目
と
す
る
道
を
開
い
て
い
る
。
き
ぬ
ぎ
ぬ
の
歌
が
文
学
と
し
て
洗
練
さ
れ
る
用
意
が
で
き
て
い
た

わ
け
で
あ
る
。

四

恋
歌
を
恋
の
情
熱
の
所
産
と
ば
か
り
見
る
よ
う
な
解
釈
や
鑑
賞
の
態
度
は
も
う
改
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
学
者
の
訓
詰
に
偏
し
た
理
解
に
あ
き
た
り
な
い

で
、
歌
人
の
豊
か
な
鑑
賞
を
古
典
に
対
し
て
試
み
たζ
と
は
、
そ
れ
だ
け
の
理
由
の
あ
る
乙
と
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
の
鑑
賞
は
自
由
に
過
ぎ
て
、
作
品
の
背
景

を
無
視
す
る
と
と
が
多
か
っ
た
。
恋
歌
が
恋
愛
感
情
を
基
盤
と
す
る
と
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
け
れ
ど
も
、
恋
の
情
熱
ば
か
り
が
恋
の
文
学
を
生
み
出
す
要
素

で
は
な
い
。
文
学
が
と
と
ば
を
も
っ
て
伝
達
の
手
段
と
し
て
い
る
以
上
、
発
想
や
修
辞
の
類
型
を
考
え
に
入
れ
な
い
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
第
一

に
、
恋
愛
や
結
婚
の
習
俗
に
は
時
代
や
社
会
に
よ
っ
て
の
特
殊
性
が
あ
り
、
そ
れ
を
温
床
と
す
る
恋
の
文
学
は
自
然
そ
の
規
制
を
受
け
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

恋
の
文
学
の
発
展
の
た
め
に
は
、
作
品
の
制
作
さ
れ
る
機
会
、
伝
承
さ
れ
る
機
会
が
重
要
な
条
件
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
そ
う
い
う
作
品
の
背

景
を
考
え
な
い
で
古
典
を
論
ず
る
と
と
は
、
作
品
の
理
解
を
怒
意
に
任
せ
る
恐
れ
が
あ
る
。
そ
れ
は
作
品
の
真
実
を
失
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

ワ
臼

注
一
・
注
三

伊
藤
博
氏
「
万
葉
集
相
聞
の
世
界
」
六
七
頁

注
二
折
口
信
夫
全
集
第
一
巻
「
古
代
生
活
に
見
え
た
恋
愛
」
第
九
巻
「
万
葉
集
講
義
」
「
相
聞
歌
概
説
」
「
万
葉
集
の
恋
歌
」
第
一O
巻
「
枕
草
紙
解
説
」
第
一
一
巻
「
女
流
短

歌
史
」
そ
の
他

注
四

た
と
え
ば
「
万
葉
集
」
巻
固
に
笠
金
村
の
「
三
香
原
の
離
宮
に
幸
せ
し
時
、
娘
子
を
得
て
作
れ
る
歌
一
首
並
び
に
短
歌
」
（
五
四
六
｜
五
四
八
〉
が
あ
る
。
と
れ
な
ど
も

結
婚
の
成
立
に
伴
う
宴
会
の
歌
で
あ
ろ
う
。

注
五

民
俗
文
学
講
座
所
収
拙
稿
「
作
者
と
伝
承
者
と
」
参
照

注
六
雑
誌
「
芸
能
」
連
載
拙
稿
「
い
ろ
ど
の
み
事
典
」
の
「
お
と
に
き
く
」
「
か
い
ま
み
」
「
き
ぬ
ぎ
ぬ
」
の
項
参
照


