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ま
え
が
き

　

私
た
ち
は
、
あ
ら
ゆ
る
物
事
を
「
心
」
で
考
え
て
い
る
。
毎
日
、
浮
き
浮
き
し
た
り
、
う
じ
う
じ
し
た
り
、
け

っ
こ
う
大
変
だ
。

　

過
去
を
記
憶
し
、
現
在
を
感
じ
取
り
、
未
来
に
思
い
を
は
せ
る
、
こ
の
「
心
」
こ
そ
自
分
そ
の
も
の
だ
と
、
長

い
間
私
は
思
っ
て
き
た
。
死
ぬ
と
い
う
こ
と
は
、
「
心
」
す
な
わ
ち
自
分
の
喪
失
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
こ
と
が
嫌

だ
し
、
怖
い
。
そ
う
も
思
っ
て
き
た
。

　

今
も
そ
れ
は
そ
う
な
の
だ
が
、
年
齢
が
上
が
っ
て
き
た
現
在
は
、
必
ず
し
も
「
心
」
ば
か
り
が
私
で
は
な
い
と

感
じ
て
い
る
。

　

私
の
「
心
」
を
包
ん
で
い
る
「
か
ら
だ
」
こ
そ
、
じ
つ
は
私
自
身
な
の
で
は
な
い
か
、
そ
う
実
感
で
き
る
こ
と

が
多
く
な
っ
て
き
た
の
だ
。

　

じ
っ
さ
い
、
脳
や
心
臓
と
い
っ
た
「
か
ら
だ
」
の
重
要
な
部
分
が
だ
め
に
な
っ
て
し
ま
え
ば
、
私
も
い
な
く
な

っ
て
し
ま
う
の
だ
か
ら
、
「
か
ら
だ
」
が
私
だ
と
い
う
言
い
方
は
む
し
ろ
自
然
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

そ
し
て
、
「
か
ら
だ
」
が
し
っ
か
り
し
て
い
る
と
「
心
」
は
無
事
に
保
た
れ
る
と
い
う
の
も
、
経
験
と
し
て
わ
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か
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
そ
れ
は
年
を
取
っ
て
、
「
か
ら
だ
」
が
少
し
ず
つ
衰
え
て
き
た
か
ら
な
の
だ
ろ
う
。

　

若
い
頃
は
、
「
か
ら
だ
」
に
問
題
が
な
い
場
合
が
多
い
の
で
、
「
心
」
ば
か
り
が
肥
大
化
し
て
気
に
な
る
。
し
か

し
、
「
か
ら
だ
」
に
無
理
が
き
か
な
く
な
っ
た
り
、
故
障
が
ち
に
な
っ
て
く
る
と
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
心
」

に
も
乱
れ
が
生
じ
る
。
そ
こ
で
初
め
て
「
か
ら
だ
」
が
私
だ
と
い
う
こ
と
が
真
に
実
感
で
き
る
の
だ
ろ
う
。

　

そ
し
て
、
「
か
ら
だ
」
が
あ
る
程
度
き
ち
ん
と
保
た
れ
て
い
れ
ば
、
「
心
」
も
支
え
ら
れ
る
と
同
時
に
、
「
心
」

を
し
っ
か
り
持
っ
て
い
る
こ
と
で
、
「
か
ら
だ
」
に
も
よ
い
影
響
が
与
え
ら
れ
る
。
両
者
は
双
方
向
的
に
力
を
及

ぼ
し
合
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
基
づ
い
て
、
本
書
は
「
か
ら
だ
」
と
い
う
主
題
に
よ
っ
て
、
編
ま
れ
て
い
る
。
古
代

か
ら
近
世
ま
で
、
日
本
の
古
典
文
学
に
描
か
れ
た
「
か
ら
だ
」
に
ま
つ
わ
る
表
現
を
通
し
て
、
ど
の
よ
う
に
し
て

「
か
ら
だ
」
と
向
き
合
っ
た
ら
よ
い
の
か
、
そ
し
て
「
心
」
は
そ
こ
に
ど
う
関
わ
る
の
か
を
学
び
考
え
る
、
そ
の

よ
う
な
端
緒
と
し
て
本
書
を
利
用
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

　

本
書
は
大
き
く
五
つ
の
章
か
ら
成
っ
て
い
る
の
だ
が
、
大
別
す
れ
ば
、
〈
身
体
そ
の
も
の
〉に
つ
い
て
と
、
〈
身

体
を
保
た
せ
る
た
め
の
食
事
〉に
つ
い
て
、
と
い
う
観
点
に
分
類
で
き
る
。

　
〈
身
体
そ
の
も
の
〉に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
明
確
に
形
が
あ
る
も
の
と
し
て
即
物
的
に
認
識
す
る
こ
と
（
「
Ⅰ　

身

体
と
い
う
器
」
）
、
ど
う
維
持
す
る
か
と
い
う
技
術
に
関
わ
る
こ
と
（
「
Ⅱ　

体
の
保
た
せ
方
」
）
、
特
に
衰
え
た
り
病

む
こ
と
へ
の
対
処
（
「
Ⅲ　

衰
え
行
く
身
体
」
）と
い
う
三
章
に
さ
ら
に
分
類
し
た
。
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ま
た
、
〈
身
体
を
保
た
せ
る
た
め
の
食
事
〉の
方
は
、
ひ
ろ
く
「
Ⅳ　

食
事
の
風
景
」
と
、
そ
し
て
酒
の
重
要
さ

に
着
目
し
て
「
Ⅴ　

飲
酒
さ
ま
ざ
ま
」
と
い
う
二
章
を
設
け
た
の
で
あ
る
。

　

最
初
か
ら
順
に
読
ん
で
い
か
な
く
て
も
、
全
く
か
ま
わ
な
い
と
思
う
。
気
に
な
る
章
を
ま
ず
ひ
も
と
い
て
も
よ

い
し
、
目
次
で
気
に
な
る
項
目
を
拾
い
読
み
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

　

本
書
は
、
六
人
で
分
担
執
筆
し
て
お
り
、
あ
ら
か
じ
め
打
ち
合
わ
せ
を
し
な
が
ら
書
き
進
め
た
も
の
の
、
結
果

的
に
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
が
よ
く
出
て
い
る
。
そ
ん
な
と
こ
ろ
に
注
目
し
て
み
る
の
も
、
一
つ
の
読
み
方
か
も
し
れ

な
い
。

　

そ
し
て
、
で
き
れ
ば
気
に
入
っ
た
文
章
や
詩
歌
の
表
現
を
口
ず
さ
め
る
よ
う
に
し
て
お
く
と
、
な
に
か
の
時
に

励
ま
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
よ
い
知
恵
を
授
け
て
も
ら
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
さ
ら
に
、
お
も
し
ろ
そ
う
に

感
じ
た
作
品
は
、
だ
い
た
い
注
釈
や
訳
が
あ
る
の
で
、
全
体
を
読
む
こ
と
に
挑
戦
す
る
の
を
お
す
す
め
し
た
い
。

　

こ
と
ば
は
、
過
去
の
英
知
を
含
み
込
み
、
未
来
に
運
ぶ
タ
イ
ム
マ
シ
ン
の
よ
う
な
も
の
だ
。
何
百
年
も
前
の

人
々
の
思
想
や
感
情
を
、
そ
こ
か
ら
い
つ
で
も
取
り
出
せ
る
。
そ
の
よ
う
に
、
無
数
の
人
々
の
人
生
を
ひ
も
と
き
、

今
を
生
き
る
す
べ
と
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
著
者
の
一
人
と
し
て
こ
の
上
な
く
う
れ
し
い
。
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Ⅰ
　
身
体
と
い
う
器

物
体
と
し
て
自
分
の
体
を
な
が
め
て
み
る
と
い
う
視

点
を
持
つ
こ
と
を
提
案
し
て
み
た
い
。
身
体
を
客
観

視
す
る
こ
と
で
、
心
の
内
実
に
も
変
化
が
あ
る
か
も

し
れ
な
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
心
の
不
調
が
す
ぐ
さ
ま

体
に
伝
わ
る
こ
と
も
な
い
だ
ろ
う
。



2

や
っ
ぱ
り
顔
？

説せ
つ

経き
や
うの

講か
う

師じ

は
顔か

ほ

よ
き

『
枕
草
子
』
第
三
十
段

　

何
も
説
明
は
い
ら
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。
説
経
の
講
師
は
、
顔
の
い
い
の
が
い
い
、
と
い
う
の
だ
か
ら
。
「
説
経
」

と
は
、
経
文
の
講
説
で
あ
る
。
こ
れ
ば
か
り
は
千
年
前
も
今
も
変
わ
ら
な
い
真
理
だ
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
仕

方
が
な
い
と
思
い
つ
つ
次
に
進
む
と
、
こ
う
な
る
。
「
講か

う

師じ

の
顔か
ほ

を
つ
と
ま
も
ら
へ
た
る
こ
そ
、
そ
の
説と

く
こ
と

の
尊た

ふ
とさ

も
お
ぼ
ゆ
れ
」
。
す
て
き
な
講
師
の
顔
を
じ
っ
と
見
つ
め
て
こ
そ
、
教
え
も
尊
く
思
わ
れ
ま
す
。
そ
こ
ま

で
言
わ
れ
る
と
…
…
と
何
だ
か
気
持
ち
が
挫
け
る
よ
う
な
こ
と
ば
で
あ
る
が
、
こ
の
一
節
を
読
む
多
く
の
女
性
は
、

「
や
っ
ぱ
り
そ
う
よ
ね
ぇ
」
と
満
腔
の
賛
意
を
表
す
る
に
ち
が
い
な
い
。
逆
に
、
こ
れ
を
日
常
の
レ
ベ
ル
に
し
て

性
別
を
反
転
さ
せ
れ
ば
、
男
性
が
美
人
を
好
み
、
そ
の
た
め
に
女
性
が
不
愉
快
に
思
っ
た
り
、
「
や
っ
ぱ
り
、
女

は
顔
な
の
か
し
ら
」
と
嘆
い
た
り
す
る
こ
と
も
日
常
茶
飯
事
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
こ
の
一
節
に
つ
い
て
は
、
顔

が
第
一
と
い
う
価
値
観
だ
け
の
問
題
と
し
て
扱
う
と
、
話
が
広
が
り
す
ぎ
る
の
で
、
も
う
少
し
状
況
を
限
定
し
な

が
ら
話
を
進
め
て
ゆ
く
こ
と
に
し
よ
う
。



3　　Ⅰ　身体という器

　

平
安
時
代
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
で
、
多
く
の
人
を
集
め
て
経
文
を
説
く
こ
と
が
行
わ
れ
た
。
男
性
は
も
ち
ろ

ん
の
こ
と
、
女
性
も
ま
た
、
あ
り
が
た
い
お
経
の
話
を
聞
く
こ
と
と
と
も
に
、
知
り
合
い
に
会
え
る
こ
と
や
外
に

出
る
こ
と
の
楽
し
み
そ
の
も
の
を
も
求
め
て
、
足
を
運
ん
だ
ら
し
い
。
お
ご
そ
か
な
雰
囲
気
と
い
う
よ
り
は
、
華

や
い
だ
、
や
や
も
す
れ
ば
賑
や
か
な
社
交
的
な
場
で
あ
り
、
一
種
の
祝
祭
的
な
空
間
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
せ

っ
か
く
出
か
け
て
ゆ
く
の
だ
か
ら
、
講
師
は
美
男
で
あ
る
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
。
美
男
の
講
師
か
ら
話
を
聞
け

ば
、
あ
り
が
た
さ
も
い
っ
そ
う
増
す
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
と
り
わ
け
、
当
時
の
女
性
は
仏
教
の
教
理
上
、
簡
単

に
は
救
わ
れ
な
い
存
在
で
あ
っ
た
わ
け
だ
か
ら
、
美
男
の
講
師
は
そ
う
し
た
こ
の
世
の
憂
さ
を
忘
れ
さ
せ
て
く
れ

て
、
一
種
の
恍
惚
境
へ
と
誘
い
出
し
て
く
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
法
師
と
い
う
イ
ン
テ
リ
に
さ
ら
に
タ
レ

ン
ト
性
が
求
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
も
む
べ
な
る
か
な
で
あ
る
。

　

こ
の
一
節
を
書
い
た
と
き
、
清
少
納
言
の
頭
の
中
に
は
、
お
そ
ら
く
一
人
の
講
師
の
姿
が
思
い
描
か
れ
て
い
た

で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
そ
の
頃
美
男
で
説
経
の
名
人
で
あ
っ
た
、
清せ

い

範は
ん

で
あ
る
。
こ
の
段
の
二
つ
後
の
「
小こ

白し
ら

河か
わ

の

八
講
は
」
と
い
う
段
に
は
、
「
朝
座
の
講
師
清
範
、
高か

う

座ざ

の
上
も
光
み
ち
た
る
心
地
し
て
、
い
み
じ
う
ぞ
あ
る
や
」

と
い
う
記
述
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
寛
和
二
年
（
九
八
六
）
、
藤ふ
じ

原わ
ら

義の
よ

懐し
ち
かの
小
白
河
の
別
荘
で
開
か
れ
た
法ほ
つ

華け

八は
つ

講こ
う

に

清
少
納
言
が
出
か
け
た
折
の
記
述
で
あ
り
、
当
時
二
十
五
歳
の
若
き
説
経
の
名
人
に
聞
き
惚
れ
る
清
少
納
言
を
始

め
と
す
る
聴
衆
の
姿
が
思
い
浮
か
ぶ
よ
う
で
あ
る
。
清
範
の
説
法
の
う
ま
さ
は
定
評
が
あ
り
、
文も

ん

殊じ
ゆ

の
化
身
と
も

呼
ば
れ
た
。

　
「
説
経
の
講
師
は
顔
よ
き
」
と
い
う
一
節
が
い
つ
書
か
れ
た
か
と
い
う
こ
と
は
絞
り
き
れ
な
い
が
、
一
般
に
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『
枕
草
子
』
は
、
清
少
納
言
の
仕
え
た
中ち
ゆ

宮う
ぐ

定う
て

子い
し

の
没
後
に
本
格
的
に
書
き
始
め
ら
れ
た
と
見
ら
れ
て
い
る
。
小

白
河
八
講
の
記
述
は
、
『
枕
草
子
』
の
中
で
も
、
も
っ
と
も
早
い
時
期
に
属
す
る
で
き
ご
と
の
記
録
で
あ
り
、
そ

こ
に
登
場
す
る
清
範
は
、
中
宮
定
子
の
亡
く
な
る
前
年
に
亡
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
「
説
経
の
講
師
は
顔
よ
き
」

と
い
う
一
節
に
は
、
そ
の
こ
と
ば
の
表
面
的
な
意
味
だ
け
で
は
な
く
、
失
わ
れ
た
時
代
へ
の
限
り
な
い
愛
惜
の
念

が
宿
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
ぬ
。

　

さ
て
、
こ
の
一
節
は
、
先
の
引
用
の
後
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
続
い
て
い
る
。

ひ
が
目め

し
つ
れ
ば
、
ふ
と
忘
る
る
に
、
に
く
げ
な
る
は
罪つ
み

や
得う

ら
む
と
お
ぼ
ゆ
。
こ
の
こ
と
は
、
と
ど
む
べ

し
。
す
こ
し
年
な
ど
の
よ
ろ
し
き
ほ
ど
は
、
か
や
う
の
罪
得え

が
た
の
こ
と
は
、
書か

き
出い

で
け
め
。
今
は
罪
い

と
恐
ろ
し
。

講
師
の
顔
が
あ
ま
り
よ
く
な
い
と
つ
い
よ
そ
見
を
し
て
し
ま
い
、
そ
の
た
め
に
お
話
が
頭
か
ら
ぬ
け
て
し
ま
う
の

で
、
講
師
の
顔
が
に
く
ら
し
い
と
感
じ
る
と
き
に
は
、
聞
い
て
い
る
自
分
が
罪
を
得
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ

の
こ
と
は
こ
の
く
ら
い
に
し
て
お
こ
う
。
ま
だ
若
い
う
ち
に
は
、
こ
の
よ
う
な
罪
を
得
る
よ
う
な
こ
と
は
書
い
た

で
あ
ろ
う
が
、
今
は
罪
を
得
る
こ
と
は
実
に
恐
ろ
し
い
の
だ―
。
お
お
よ
そ
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
あ
る
が
、

こ
の
段
を
ま
こ
と
に
率
直
に
書
き
始
め
た
清
少
納
言
は
、
す
ぐ
に
自
ら
を
省
み
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
年
が
い
も

な
く
調
子
に
乗
っ
て
本
音
を
言
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
照
れ
隠
し
で
あ
ろ
う
か
。
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い
く
ら
人
間
顔
で
は
な
い
、
と
言
い
な
が
ら
も
、
こ
の
清
少
納
言
の
言
葉
に
は
、
何
か
動
か
し
よ
う
の
な
い
本

音
を
聞
く
思
い
が
す
る
。
単
に
、
人
間
や
っ
ぱ
り
顔
だ
、
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
説
経
と
い
う
あ
り
が
た

い
も
の
が
、
美
男
の
講
師
に
よ
っ
て
い
よ
い
よ
あ
り
が
た
く
感
じ
ら
れ
る
、
と
い
う
す
ぐ
れ
て
美
的
感
性
に
関
わ

る
問
題
な
の
だ
。
た
と
え
ば
、
近
年
、
古
い
寺
院
の
建
物
内
の
装
飾
が
、
わ
ず
か
に
残
っ
た
色
か
ら
、
コ
ン
ピ
ュ

ー
タ
ー
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
ス
に
よ
っ
て
、
と
て
つ
も
な
く
色
鮮
や
か
に
復
元
さ
れ
た
、
と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
に
接
す
る
。

こ
れ
な
ど
は
、
寺
院
が
美
的
な
空
間
で
あ
っ
て
こ
そ
、
そ
こ
に
極
楽
浄
土
を
想
像
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
の

で
あ
り
、
美
と
信
仰
と
は
矛
盾
し
て
い
な
い
。
そ
こ
に
は
、
人
間
の
力
で
は
及
び
が
た
い
何
も
の
か
が
あ
る
、
と

い
う
点
で
通
じ
る
も
の
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
真
は
美
に
引
き
立
て
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
よ
い
よ
真
た
り
う

る
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
善
と
す
る
心
性
が
た
し
か
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

　

今
日
、
整
形
に
よ
っ
て
人
の
顔
は
変
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
整
形
美
人
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
る

よ
う
に
、
お
そ
ら
く
天
来
の
美
に
は
、
計
り
知
れ
な
い
神
秘
が
あ
る
。
そ
の
一
方
、
美
に
は
横
暴
さ
や
傲お

ご

り
と
い

っ
た
負
の
面
が
あ
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
が
、
こ
の
世
の
さ
ま
ざ
ま
な
利
害
に
よ
っ
て
、
素
直
に
美
を
認
め
ら
れ

な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
こ
の
世
の
生
活
を
貧
し
く
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
。

 

〔
高
田
祐
彦
〕
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私
の
熱
い
血
汐
に
触
れ
て
ご
ら
ん
な
さ
い

や
は
肌
の
あ
つ
き
血ち

汐し
ほ

に
ふ
れ
も
見
で
さ
び
し
か
ら
ず
や
道み

ち

を
説
く
君

与
謝
野
晶
子
『
み
だ
れ
髪
』

　

明
治
三
十
三
年
（
一
九
〇
〇
）十
月
、
与
謝
野
晶
子
が
二
十
三
歳
の
時
に
発
表
さ
れ
た
作
。

　

や
わ
肌
に
流
れ
て
い
る
燃
え
る
よ
う
な
血
汐
に
触
れ
て
み
よ
う
と
も
し
な
い
で
、
さ
び
し
く
は
な
い
の
で
す
か
、

道
を
説
い
て
い
る
君
よ
。

　

ま
ず
若
い
女
性
の
情
熱
と
肉
体
を
高
ら
か
に
歌
い
上
げ
て
、
そ
う
し
て
道
徳
的
な
物
言
い
に
終
始
す
る
男
性
を

糾
弾
す
る
。
糾
弾
と
書
い
た
が
、
む
し
ろ
挑
発
し
て
い
る
と
い
う
趣
だ
ろ
う
か
。
私
の
は
ち
き
れ
ん
ば
か
り
の
若

さ
を
目
の
前
に
し
て
、
よ
く
あ
な
た
は
平
然
と
道
を
説
い
て
い
ら
れ
ま
す
ね
、
な
ん
て
寂
し
い
人
生
な
の
、
と
言

わ
ん
ば
か
り
で
あ
る
。
「
君
」
に
関
し
て
は
、
そ
の
よ
う
に
一
般
的
な
旧
道
徳
に
縛
ら
れ
た
男
性
と
解
す
る
説
と
、

も
っ
と
具
体
的
に
、
師
で
も
あ
り
夫
と
も
な
っ
た
鉄
幹
で
あ
る
と
の
説
も
あ
る
。

　

実
際
、
こ
の
時
期
、
晶
子
は
鉄
幹
と
恋
愛
関
係
に
陥
り
つ
つ
あ
っ
た
。
こ
の
歌
を
詠
ん
だ
翌
年
に
は
鉄
幹
と
結

婚
す
る
。
そ
れ
以
前
、
妻
の
い
た
彼
は
、
妻
以
外
の
女
性
と
肉
体
関
係
を
持
つ
こ
と
に
た
め
ら
わ
れ
る
も
の
が
あ
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っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
躊
躇
を
見
逃
さ
ず
、
「
道
を
説
く
君
」
よ
、
ど
う
か
私
の
体
に
手
を
伸
ば

し
て
下
さ
い
な
、
妻
が
い
る
と
か
い
な
い
と
か
、
そ
ん
な
こ
と
ど
う
で
も
い
い
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
と
い
う
、
晶

子
の
強
い
誘
引
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
し
、
私
自
身
は
そ
こ
ま
で
取
ら
な
く
て
も
、
「
進
歩
的
」
な
女
性
と

「
旧
弊
」
に
捕
縛
さ
れ
る
男
性
と
い
う
対
立
項
の
中
で
若
い
身
体
が
誇
ら
か
に
歌
わ
れ
る
と
い
う
、
一
般
的
な
状

況
で
十
分
感
動
で
き
る
。

い
さ
め
ま
す
か
道
と
き
ま
す
か
さ
と
し
ま
す
か
宿
世
の
よ
そ
に
血
を
召
し
ま
せ
な 

（
『
み
だ
れ
髪
』
）

と
い
う
歌
も
、
似
た
よ
う
な
状
況
を
詠
ん
で
い
る
。
上
句
の
畳
み
掛
け
る
よ
う
な
調
子
か
ら
は
、
ど
ん
な
に
諫い
さ

め

ら
れ
た
り
諭さ

と

さ
れ
て
も
私
は
ひ
る
ん
だ
り
し
な
い
と
い
う
決
意
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
下
句
、
こ
の
世
の
道
徳
と
は

別
次
元
の
と
こ
ろ
で
、
私
の
血
潮
に
触
れ
て
ご
ら
ん
な
さ
い
と
い
う
挑
発
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、
「
や
は
肌
の
あ
つ
き
血
汐
に
ふ
れ
も
見
で
」
と
い
う
上
句
は
、
日
本
語
と
し
て
と
て
も
な
め

ら
か
で
か
つ
強
靱
な
響
き
を
読
み
手
に
も
た
ら
す
。

　

そ
も
そ
も
こ
の
よ
う
な
身
体
そ
れ
自
体
を
明
確
に
指
し
示
す
表
現
は
、
古
典
和
歌
に
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。

古
典
和
歌
が
よ
く
扱
う
身
体
と
言
え
ば
、

黒
髪
の
乱
れ
も
知
ら
ず
う
ち
臥ふ

せ
ば
ま
づ
搔か

き
や
り
し
人
ぞ
恋
し
き 

（
『
後
拾
遺
和
歌
集
』
和
泉
式
部
）

の
よ
う
に
髪
に
つ
い
て
く
ら
い
で
は
な
い
か
。
髪
に
し
て
も
、
身
体
の
一
部
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
と
い
う
よ
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り
、
あ
る
種
の
情
念
を
感
覚
的
に
表
す
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
身
体
を

肉
体
の
機
能
と
し
て
捉
え
る
と
い
う
姿
勢
自
体
、
古
典
和
歌
に
は
稀
薄
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
肌
の
下
を
流
れ

る
血
と
い
っ
た
直
接
的
な
表
現
で
は
、
生
々
し
過
ぎ
る
の
だ
。
し
か
し
、
晶
子
は
そ
う
い
っ
た
柵
を
軽
々
と
乗
り

越
え
て
い
く
。
西
洋
の
文
学
に
触
れ
る
こ
と
で
肉
体
を
直
視
す
る
傾
向
が
時
代
全
体
と
し
て
あ
っ
た
と
は
い
え
、

や
は
り
晶
子
は
天
性
の
才
能
が
あ
っ
た
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。

　

そ
の
よ
う
な
感
覚
を
発
揮
し
た
も
の
と
し
て
、
乳
房
を
取
り
上
げ
た
歌
を
二
首
挙
げ
よ
う
。

乳
ぶ
さ
お
さ
へ
神
秘
の
と
ば
り
そ
と
け
り
ぬ
こ
こ
な
る
花
の
紅
ぞ
濃
き 

（
『
み
だ
れ
髪
』
）

　

恥
じ
ら
い
つ
つ
乳
房
を
手
で
押
さ
え
て
、
神
秘
を
覆
い
隠
し
て
い
る
カ
ー
テ
ン
を
そ
っ
と
蹴
っ
て
み
た
、
そ
し

て
官
能
の
花
園
へ
と
初
め
て
分
け
入
っ
て
み
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
乙
女
に
と
っ
て
男
女
の
性
的
な
交
渉
は
神

秘
の
世
界
な
の
で
あ
る
。
「
そ
と
」
に
は
恥
じ
ら
い
の
気
持
ち
が
こ
も
る
。
ま
た
、
「
乳
ぶ
さ
お
さ
へ
」
と
い
う
こ

と
ば
に
よ
っ
て
、
彼
女
が
服
を
脱
ぎ
、
生
ま
れ
た
ま
ま
の
姿
で
事
に
及
ん
だ
こ
と
が
具
体
的
に
表
現
さ
れ
る
。

春
み
じ
か
し
何
に
不
滅
の
命
ぞ
と
ち
か
ら
あ
る
乳ち

を
手
に
さ
ぐ
ら
せ
ぬ 

（
『
み
だ
れ
髪
』
）

　

青
春
は
短
く
す
ぐ
に
過
ぎ
去
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
ま
た
、
不
滅
の
命
な
ど
と
い
う
も
の
も
あ
り
ま
せ
ん
。
今
こ

の
時
に
感
じ
る
こ
と
の
で
き
る
若
さ
だ
け
が
信
じ
る
に
足
る
も
の
な
の
で
す
。
そ
う
言
っ
て
私
の
力
が
み
な
ぎ
っ

て
い
る
乳
房
を
愛
す
る
あ
な
た
の
手
に
探
ら
せ
た
、
と
詠
む
。
若
さ
溢
れ
る
女
性
が
自
ら
の
肉
体
を
武
器
に
男
性
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に
迫
る
、
圧
倒
的
な
迫
力
に
満
ち
た
歌
で
あ
る
。

　

右
二
首
は
、
鉄
幹
と
結
婚
し
た
明
治
三
十
四
年
に
発
表
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
も
晶
子
の
個
人
的
な
事

情
に
還
元
し
な
く
て
も
十
分
そ
の
魅
力
が
伝
わ
っ
て
く
る
。

　

乳
房
と
い
う
素
材
も
、
母
性
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
な
ら
古
典
に
も
あ
る
。
し
か
し
、
性
的
な
も
の
と
関
連

し
て
詠
ま
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
あ
る
種
背
徳
的
な
意
味
合
い
を
こ
め
て
そ
の
よ
う
な
題
材
を
大
胆
に

取
り
上
げ
て
歌
っ
た
こ
と
は
、
近
代
短
歌
の
歴
史
に
お
い
て
実
に
画
期
的
な
営
み
だ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　

逆
に
言
う
と
、
乳
房
と
い
う
こ
と
ば
を
用
い
る
こ
と
で
、
新
し
い
時
代
の
男
女
関
係
を
描
く
こ
と
が
初
め
て
可

能
に
な
る
。
こ
と
ば
を
選
ぶ
こ
と
は
思
想
を
選
ぶ
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

　

自
由
自
在
に
身
体
を
表
現
す
る
手
段
を
得
た
時
、
近
代
短
歌
は
文
字
通
り
古
典
の
装
い
を
脱
ぎ
捨
て
て
、
新
し

い
衣
装
に
着
替
え
る
こ
と
が
で
き
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。 

〔
鈴
木
健
一
〕


