
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
が
楽
し
ん
だ
日
本
音
楽

│
│
唱
歌
、
わ
ら
べ
歌
へ
の
想
い
│
│

永

田

雄
次
郎

は

じ

め

に

ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ンL

afcadio
H
earn

（
一
八
五
〇
│
一
九
〇
四
）
と
日
本
音
楽
と
の
出
会
い
、
彼
の
音
楽
理
解
の
程
度
に
つ

い
て
は
す
で
に
著
し
た
⑴
。
本
稿
は
、
さ
ら
に
具
体
的
に
ハ
ー
ン
が
取
り
上
げ
、
知
人
へ
自
ら
の
感
動
と
し
て
綴
り
、
家
族
と
と
も
に
歌

い
楽
し
ん
だ
、
大
衆
と
と
も
に
存
在
す
る
日
本
の
音
楽
（
楽
曲
と
呼
ぶ
べ
き
か
）
に
つ
い
て
、
ほ
ん
の
一
瞬
立
ち
止
ま
っ
て
思
い
を
巡
ら

す
こ
と
を
さ
さ
や
か
な
目
的
と
し
た
い
。

一
八
九
〇
（
明
治
二
三
）
年
の
来
日
以
降
、
日
本
に
生
活
す
る
ハ
ー
ン
の
耳
に
は
夥
し
い
量
の
音
楽
が
届
い
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
の
地
の
音
楽
を
学
ぼ
う
と
も
す
る
が
、
彼
自
身
、
庶
民
的
な
日
本
の
楽
曲
を
楽
し
そ
う
に
口
遊
ん
で
も
い
た
ら
し
い
。
ど
の
よ
う
な
歌

を
、
ど
の
よ
う
な
声
で
歌
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
明
る
く
微
笑
ま
し
い
ハ
ー
ン
の
等
身
大
の
姿
を
見
る
思
い
が
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の

歌
声
が
、
家
族
と
の
一
家
団
欒
の
場
で
響
い
て
い
た
と
す
れ
ば
、
よ
り
興
味
が
深
ま
っ
て
も
こ
よ
う
。

日
本
音
楽
に
親
し
む
ハ
ー
ン
の
心
情
に
触
れ
、
彼
の
芸
術
理
解
の
一
端
で
も
窺
う
こ
と
が
で
き
れ
ば
こ
れ
に
ま
さ
る
喜
び
は
な
い
。
さ

て
、
こ
こ
で
、
い
つ
も
通
り
の
弁
解
を
し
て
お
こ
う
。
ハ
ー
ン
の
日
本
音
楽
へ
の
眼
差
し
に
つ
い
て
こ
こ
で
論
考
を
試
み
る
筆
者
は
、
日

一
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本
美
術
史
を
学
ぶ
一
学
徒
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
申
し
添
え
て
お
く
。

㈠

来
日
し
て
半
年
、
彼
は
友
人
で
東
京
帝
国
大
学
に
勤
務
す
る
チ
ェ
ン
バ
レ
ンB

asil
H
all
C
h
am
berlain

（
一
八
五
〇
│
一
九
二
五
）

に
、
一
八
九
〇
年
十
一
月
付
の
手
紙
を
送
り
、
日
本
の
音
楽
の
魅
力
に
つ
い
て
熱
っ
ぽ
く
語
っ
て
い
る
。

私
は
日
本
の
音
楽
に
つ
い
て
こ
こ
数
ヶ
月
の
間
、
言
葉
に
で
き
な
い
程
魅
了
さ
れ
て
い
ま
す
。
│
│
思
い
ま
す
に
、
そ
れ
を
歌
い
、

演
奏
す
る
日
本
の
少
女
の
姿
と
同
じ
よ
う
に
、
そ
の
音
楽
は
品
が
良
く
、
陽
気
な
甘
美
さ
、
可
愛
さ
を
持
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
そ

し
て
、
私
は
そ
の
音
楽
の
中
に
き
わ
め
て
繊
細
か
つ
微
妙
な
芸
術
的
感
性
が
存
在
す
る
こ
と
を
心
か
ら
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

す
。⑵

お
そ
ら
く
、
明
治
時
代
以
前
か
ら
伝
わ
る
、
西
洋
人
に
は
異
国
情
緒
が
汪
溢
す
る
「
わ
ら
べ
歌
」
や
俗
謡
の
庶
民
感
覚
に
満
ち
た
楽
曲

に
対
す
る
感
想
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
新
た
な
世
、
明
治
の
御
代
に
立
つ
ハ
ー
ン
の
耳
に
響
い
た
日
本
音
楽
に
つ
い
て
論

を
始
め
て
み
よ
う
。
ハ
ー
ン
の
妻
、
小
泉
セ
ツ
（
節
子
）（
一
八
六
八
│
一
九
三
二
）
が
彼
と
日
本
で
暮
ら
し
た
日
々
に
つ
い
て
『
思
い

出
の
記
』
と
し
て
著
し
て
い
る
。

二
十
四
年
の
夏
休
み
に
、
西
田
さ
ん
と
杵
築
の
大
社
へ
参
詣
い
た
し
ま
し
た
。（
中
略
）
こ
の
旅
行
の
時
、
ヘ
ル
ン
が
『
君
が
代
』

を
教
わ
り
ま
し
て
、
私
共
三
人
で
よ
く
歌
い
ま
し
た
。
子
供
の
よ
う
な
無
邪
気
な
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し
た
。⑶

一
八
九
一
（
明
治
二
四
）
年
八
月
七
日
か
ら
一
〇
日
ま
で
、
ハ
ー
ン
、
セ
ツ
、
ハ
ー
ン
の
松
江
時
代
、
も
っ
と
も
親
交
の
深
か
っ
た
松

江
中
学
教
諭
、
西
田
千
太
郎
（
一
八
六
三
│
一
八
九
七
）
は
、
出
雲
大
社
の
盆
踊
り
を
見
る
た
め
に
杵
築
に
行
き
、
そ
こ
で
お
そ
ら
く
出

雲
大
社
宮
司
の
千
家
尊
紀
（
一
八
六
〇
│
一
九
一
一
）
あ
た
り
か
ら
「
君
が
代
」
を
教
わ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
。
ハ
ー
ン

ラ
フ
カ
デ
ィ
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・
ハ
ー
ン
が
楽
し
ん
だ
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は
、
日
本
の
文
化
に
つ
い
て
最
初
に
書
か
れ
た
『
知
ら
れ
ぬ
日
本
の
面
影
（
日
本
瞥
見
記
）G

lim
pses

of
U
n
fam
iliar

Japan

』
の

「
第
十
九
章

英
語
教
師
の
日
記
か
らF

rom
th
e
D
iary

of
an
E
n
glish

T
each

er

」
で
「
君
が
代
」
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。

一
八
九
〇
年
九
月
二
三
日
の
日
付
で
、
松
江
中
学
と
同
じ
敷
地
に
あ
る
松
江
師
範
学
校
の
付
属
小
学
校
の
一
教
室
の
授
業
風
景
を
彼
は

描
く
。
児
童
た
ち
は
唱
歌
を
習
っ
て
い
た
。
そ
の
中
で
日
本
の
国
歌
（n
ation

al
an
th
em

）「
君
が
代
は

K
im
i
ga
yo
w
a

」
も
教
わ

っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
、
そ
の
日
付
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
こ
の
授
業
が
本
章
の
日
付
通
り
で
あ
れ
ば
疑
問
が
生
じ

る
。
ハ
ー
ン
自
身
が
セ
ツ
の
記
述
の
よ
う
に
一
八
九
一
年
に
「
君
が
代
」
を
杵
築
で
教
わ
っ
た
の
で
あ
れ
ば
日
時
に
齟
齬
が
生
じ
る
。
こ

れ
に
つ
い
て
は
、『
知
ら
れ
ぬ
日
本
の
面
影
』
が
一
八
九
四
（
明
治
二
七
）
年
九
月
に
刊
行
さ
れ
た
経
緯
か
ら
、
彼
が
松
江
中
学
に
赴
任

し
た
直
後
の
出
来
事
と
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
つ
く
り
上
げ
た
こ
と
に
起
因
す
る
と
解
せ
ば
説
明
は
つ
く
。
来
日
直
後
の
「
英
語
教
師
の
日
記

か
ら
」
と
あ
る
虚
構
が
そ
こ
に
見
え
て
く
る
。
た
だ
し
、
付
属
小
学
校
見
学
の
日
時
は
や
や
異
な
れ
ど
も
、
ハ
ー
ン
が
そ
こ
で
の
授
業
中

に
あ
る
楽
曲
を
聞
き
、
そ
れ
を
「
君
が
代
」
と
判
断
で
き
た
こ
と
は
動
か
し
難
い
事
実
で
あ
ろ
う
。

一
八
九
〇
年
十
一
月
三
日
の
天
皇
誕
生
日
（
天
長
節
）
に
尋
常
中
学
校
の
大
講
堂
の
式
典
の
際
、
出
席
者
一
同
が
「
君
が
代
」
を
斉
唱

し
た
と
い
う
記
述
と
と
も
に
、
そ
の
楽
譜
と
ロ
ー
マ
字
で
書
か
れ
た
歌
詞
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
歌
詞
の
表
記
が
興
味
深
い
。

K
i-m
i
ga-a

yo-o
w
a

C
h
i-yo

n
i-i-i
ya-ch

i-yo
n
i
sa-za-ré

I-sh
i
n
o

I-w
a
o
to
n
a-ri-te

K
o-ke

n
o

M
u
-u
su
-u
m
a-a-a-dé

⑷

ハ
ー
ン
は
楽
譜
の
音
列
に
沿
っ
て
歌
詞
を
ど
の
よ
う
な
長
さ
で
歌
う
の
か
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
拙
稿
で
私
的
見
解
と
し

ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
が
楽
し
ん
だ
日
本
音
楽

三



て
楽
曲
と
楽
譜
の
関
係
を
示
し
た
分
類
の
「
㈢

楽
譜
を
見
て
、
そ
の
曲
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
ラ
イ
ン
の
み
を
あ
る
程
度
理
解
し
歌
う
こ
と
が

で
き
る
」⑸
ハ
ー
ン
の
音
楽
理
解
が
あ
て
は
ま
り
、
楽
譜
を
見
な
が
ら
彼
は
「
君
が
代
」
を
歌
う
こ
と
は
可
能
だ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

ハ
ー
ン
は
、
天
皇
を
敬
愛
し
、「
君
が
代
」
を
斉
唱
す
る
当
時
の
日
本
人
の
心
情
と
同
じ
感
情
を
共
有
す
る
西
洋
人
で
あ
っ
た
。
日
本

人
の
立
場
に
自
ら
の
身
を
置
く
態
度
は
、
来
日
後
の
生
活
の
中
に
見
る
彼
の
一
つ
の
特
徴
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
西
成
彦
の
「
ハ

ー
ン
は
、
い
わ
ゆ
る
謙
譲
の
美
徳
と
い
う
も
の
に
対
し
て
、
め
ず
ら
し
く
抵
抗
を
感
じ
な
い
西
洋
人
で
あ
っ
た
」⑹
と
の
評
価
と
も
通
じ

て
い
よ
う
か
。

松
江
中
学
に
お
け
る
彼
の
前
任
の
教
師
タ
ッ
ト
ル
や
、
親
し
い
友
で
も
あ
っ
た
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
の
ど
う
か
す
る
と
、
西
洋
の
文
化
を
尊

敬
す
る
あ
ま
り
、
日
本
や
日
本
人
、
日
本
文
化
を
見
下
す
態
度
を
取
る
こ
と
と
は
少
し
異
な
っ
て
い
る
ハ
ー
ン
が
そ
こ
に
立
っ
て
い
る
。

㈡

ハ
ー
ン
の
訪
れ
た
付
属
小
学
校
の
「
唱
歌
」
の
授
業
は
、「
先
生
が
チ
ョ
ー
ク
で
黒
板
の
五
線
譜
に
ド
レ
ミ
の
音
階
を
書
き
、
ア
コ
ー

デ
ィ
オ
ン
で
唱
歌
（son
g

）
の
伴
奏
を
し
て
い
る
」⑺
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
、
ド
レ
ミ
は
、
ハ
、
ニ
、
ホ
と
読
ま
せ
て
い
た
と

思
わ
れ
る
。
三
曲
を
児
童
が
歌
う
の
を
聞
い
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
一
曲
は
前
述
の
「
君
が
代
」
で
あ
り
、
他
の
二
曲
は
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン

ド
の
旋
律
（S
cotch

airs

）
を
借
り
た
日
本
の
歌
（
唱
歌
）
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
授
業
見
学
の
日
時
は
違
っ
て
は

い
る
が
、
一
八
九
一
年
に
「
君
が
代
」
を
知
り
、
彼
自
身
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
の
父
を
持
ち
、
イ
ギ
リ
ス
で
の
生
活
経
験
者
な
の
で
、
二

曲
の
旋
律
が
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
も
の
と
瞬
時
に
判
断
す
る
こ
と
は
容
易
で
あ
っ
た
ろ
う
。

こ
こ
で
、「
唱
歌
」
と
い
う
言
葉
は
二
つ
の
意
味
を
有
す
る
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

唱
歌
（
シ
ョ
ー
カ
）
は
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
八
月
の
学
制
頒
布
以
来
、
用
い
ら
れ
る
こ
と
ば
で
、「
楽
器
に
合
わ
せ
て
歌
曲
を

ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
が
楽
し
ん
だ
日
本
音
楽
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正
し
く
歌
い
、
徳
性
の
涵
養
情
操
の
陶
冶
を
目
的
と
す
る
教
科
目
」
と
、
そ
の
教
科
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
歌
曲
と
、
両
方
の
意
味

が
あ
る
。⑻

明
治
時
代
以
前
の
日
本
の
音
楽
は
西
洋
風
の
楽
譜
を
用
い
ず
、
ま
た
、
健
全
な
日
常
生
活
の
場
で
歌
わ
れ
奏
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
嫌

い
が
あ
っ
た
。
明
治
政
府
は
文
部
省
音
楽
取
調
掛
を
設
置
し
、
御
用
掛
、
伊
沢
修
二
（
一
八
五
一
│
一
九
一
七
）
を
中
心
に
教
科
と
し
て

の
「
唱
歌
」、
そ
の
授
業
で
歌
わ
れ
る
「
唱
歌
」
を
作
成
す
る
こ
と
に
力
を
注
い
だ
こ
と
は
あ
ま
ね
く
知
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の

「
唱
歌
」
は
広
く
歌
（son

g

）
の
意
味
と
解
す
る
場
合
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
学
校
で
歌
う
歌
（sch

ool
son
g

）
に
限
定
し
て
考
察
を
進

め
る
。

松
江
の
付
属
小
学
校
で
教
師
が
楽
譜
を
用
い
て
児
童
を
教
え
る
姿
は
、
西
洋
に
倣
っ
た
音
楽
教
育
の
初
期
の
段
階
を
よ
く
伝
え
て
い

る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
教
育
に
は
先
進
的
な
師
範
学
校
付
属
小
学
校
で
あ
る
の
で
、
一
般
の
小
学
校
と
は
異
な
る
特
殊
な
例

と
考
え
る
向
き
も
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
。
歌
わ
れ
る
楽
曲
に
つ
い
て
は
、
日
本
で
は
未
だ
旋
律
も
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
時
代
で
あ
り
、

西
洋
の
曲
の
旋
律
に
日
本
語
の
歌
詞
を
つ
け
て
歌
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
当
時
の
全
国
の
小
学
校
で
は
教
科
書
と
し
て
、「
小
学
唱
歌
集
」

初
編
（
一
八
八
一
年
刊
）、
第
二
編
（
一
八
八
三
年
刊
）、
第
三
編
（
一
八
八
四
年
刊
）
が
使
用
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
情
況
に
あ
っ

て
、
ハ
ー
ン
の
耳
に
は
二
曲
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
旋
律
が
す
ん
な
り
と
入
っ
て
き
た
。

一
曲
は
、「
オ
ー
ル
ド
・
ラ
ン
グ
・
ザ
イ
ンA

u
ld
L
an
g
S
yn
e

（
過
ぎ
去
り
し
昔
）」
で
あ
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
久
し
振
り
に
出
会

っ
た
友
同
志
が
昔
を
懐
か
し
み
祝
い
会
う
内
容
の
歌
詞
で
歌
わ
れ
る
。
元
来
は
、
明
る
い
曲
調
で
、
ハ
ー
ン
に
と
っ
て
も
祖
国
を
遠
く
離

れ
た
東
洋
の
片
隅
で
、
一
時
、
自
身
か
ら
は
過
ぎ
去
っ
た
昔
日
の
「
幾
多
の
楽
し
か
っ
た
思
い
出M

an
y
a
ch
arm
in
g
m
em
ory

」
を

呼
び
返
し
て
く
れ
た
と
感
慨
に
耽
っ
て
い
る
様
子
で
も
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、「
初
編
第
二
〇

蛍
（
蛍
の
光
）」
と
し
て
、
稲
垣

千
頴
（
一
八
四
七
│
一
九
一
三
）
の
手
に
よ
る
日
本
語
の
歌
詞
は
、
そ
の
内
容
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
別
離
を
主
題
と
し
て
い
る
こ
と
は

周
知
の
通
り
で
あ
る
。

ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
が
楽
し
ん
だ
日
本
音
楽
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「
い
つ
し
か
年
も

す
ぎ
の
と
を
、
あ
け
て
ぞ
け
さ
は
、
わ
か
れ
ゆ
く
」
と
、
縁
語
法
を
含
ん
だ
こ
の
曲
の
日
本
語
の
歌
詞
を
味
わ
う

に
は
、
ハ
ー
ン
は
ま
だ
時
が
早
過
ぎ
た
。「
美
し
き
誤
解
」
が
教
室
に
生
じ
て
い
よ
う
。
快
活
な
「
オ
ー
ル
ド
・
ラ
ン
グ
・
ザ
イ
ン
」
が

静
か
な
曲
調
で
歌
わ
れ
る
の
を
彼
が
聞
い
た
時
、
そ
の
差
異
を
ど
の
よ
う
に
感
じ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
ハ
ー
ン
は
本
書

執
筆
時
に
は
、
こ
の
意
味
内
容
の
違
い
を
理
解
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
論
の
展
開
上
、
あ
え
て
、
そ
の
よ
う
な
事
実
を
隠

し
、
一
つ
の
迫
力
あ
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
成
立
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

「
オ
ー
ル
ド
・
ラ
ン
グ
・
ザ
イ
ン
」
に
関
し
て
、
ハ
ー
ン
が
そ
の
思
う
と
こ
ろ
を
語
る
、
一
八
九
四
年
一
月
三
〇
日
付
、
チ
ェ
ン
バ
レ

ン
宛
の
手
紙
が
遺
さ
れ
て
い
る
。
何
年
か
前
に
「
パ
ッ
テ
ィ
が
セ
ン
ト
・
チ
ャ
ー
ル
ズ
座
で
歌
い
ま
す
よ
」
と
友
人
か
ら
聞
か
さ
れ
た

時
、
昔
、
演
劇
記
者
と
し
て
勤
め
て
い
た
こ
と
か
ら
す
で
に
劇
場
に
嫌
気
が
さ
し
て
い
た
が
、
久
し
振
り
に
演
奏
会
に
出
か
け
る
こ
と
に

し
た
と
記
す
。
ス
ペ
イ
ン
生
ま
れ
の
名
ソ
プ
ラ
ノ
、
パ
ッ
テ
ィA

delin
a
P
atti

（
一
八
四
三
│
一
九
一
九
）
が
歌
っ
た
一
曲
が
「
オ
ー

ル
ド
・
ラ
ン
グ
・
ザ
イ
ン
」
で
あ
っ
た
。

突
然
、
そ
こ
は
死
の
よ
う
に
時
間
が
止
ま
っ
た
熱
気
の
中
に
、
私
は
熱
帯
地
方
の
夜
に
「
も
の
ま
ね
ど
り
」
の
喉
か
ら
の
声
で
、
張

り
つ
め
た
縒
糸
の
よ
う
な
メ
ロ
デ
ィ
ー
が
甘
く
、
心
地
良
く
流
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
、「
オ
ー
ル
ド
・
ラ
ン
グ
・
ザ
イ
ン
」
に

過
ぎ
ま
せ
ん
。
ト
レ
モ
ロ
や
細
か
い
技
巧
も
用
い
る
こ
と
な
く
、
驚
く
べ
き
大
胆
か
つ
飾
り
気
の
な
い
発
声
で
し
た
。
あ
の
銀
の
よ

う
な
歌
声
は
、
今
も
私
の
心
に
遺
さ
れ
て
い
ま
す
。（
中
略
）「
オ
ー
ル
ド
・
ラ
ン
グ
・
ザ
イ
ン
」
に
比
べ
て
、
あ
の
時
の
ベ
ー
ト
ー

ヴ
ェ
ン
は
何
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
⑼
。

こ
の
手
紙
は
一
八
九
四
年
に
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
松
江
の
付
属
小
学
校
で
の
体
験
は
そ
れ
以
前
だ
か
ら
時
系
列
的
に
不
合
理
で
あ
る

と
疑
問
を
呈
す
る
向
き
も
あ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
パ
ッ
テ
ィ
の
演
奏
は
、
ハ
ー
ン
来
日
前
と
推
測
さ
れ
る
の
で
、
彼
の
過
去
の
美

し
い
思
い
出
と
し
て
、
手
紙
を
書
い
た
時
に
、
心
の
中
に
湧
き
あ
が
っ
て
き
た
と
想
像
す
る
こ
と
は
充
分
に
可
能
で
あ
っ
た
ろ
う
。

筆
者
の
手
許
に
も
二
曲
あ
る
が
、
パ
ッ
テ
ィ
の
声
は
今
日
も
聞
く
こ
と
が
で
き
る
。「
ラ
・
カ
セ
レ
ー
ラ
（
イ
ラ
デ
ィ
エ
ル
作
曲
）」
を

ラ
フ
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・
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楽
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ん
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取
り
出
し
て
み
よ
う
⑽
。「
一
九
〇
六
年
の
吹
き
込
み
だ
が
、
そ
の
時
既
に
パ
ッ
テ
ィ
は
六
十
三
歳
の
高
齢
で
あ
り
、『
蓄
音
機
音
楽
は
あ

ま
り
に
若
く
、
パ
ッ
テ
ィ
は
あ
ま
り
に
老
い
た
』
と
言
わ
れ
た
の
も
無
理
の
な
い
こ
と
で
あ
る
」⑾
と
、
あ
ら
え
び
す
（
野
村
胡
堂
）
は

評
す
る
が
、
な
か
な
か
に
技
巧
も
衰
え
ず
可
憐
さ
を
失
っ
て
い
な
い
よ
う
に
筆
者
に
は
思
わ
れ
た
。
あ
ら
え
び
す
は
、「
晩
年
は
多
く
英

米
に
暮
ら
し
て
、『
ス
ウ
ィ
ー
ト
・
ホ
ー
ム
』
一
点
張
り
に
歌
っ
て
歩
い
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
六
十
、
七
十
を
越
し
た
歌
手
が
、
イ
タ

リ
ー
歌
劇
な
ど
を
歌
っ
て
歩
く
よ
り
、
こ
の
方
が
ど
ん
な
に
賢
か
っ
た
か
も
わ
か
ら
な
い
」⑿
と
も
記
し
、「
埴
生
の
宿H

om
e,
sw
eet

h
om
e

」、「
庭
の
千
草T

h
e
last

rose
of
su
m
m
er

」
の
レ
コ
ー
ド
を
推
薦
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
イ
ギ
リ
ス
の
世
俗
的
な
歌
曲
、
民
謡
を
得
意
と
し
、
一
八
九
〇
年
の
来
日
以
前
、
全
盛
期
あ
る
い
は
そ
れ
に
近
い
時
期
に

彼
女
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
民
謡
「
オ
ー
ル
ド
・
ラ
ン
グ
・
ザ
イ
ン
」
を
耳
に
し
た
ハ
ー
ン
が
感
動
し
、
後
々
ま
で
心
深
く
そ
の
時
の
情
景

を
秘
め
て
い
た
こ
と
は
当
然
と
い
え
ば
当
然
で
あ
る
と
も
思
わ
れ
て
く
る
。
彼
自
身
の
音
楽
体
験
も
し
く
は
音
楽
愛
好
の
原
点
と
な
り
、

松
江
の
小
学
生
の
歌
う
「
蛍
（
蛍
の
光
）」
に
胸
躍
ら
せ
た
と
す
る
こ
と
も
、
こ
れ
ま
た
納
得
さ
せ
ら
れ
よ
う
。

㈢

ハ
ー
ン
と
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
曲
で
思
い
出
す
こ
と
の
一
つ
に
、
西
田
千
太
郎
の
日
記
が
あ
る
。
一
八
九
〇
年
九
月
二
八
日
の
記
載
に

注
目
し
て
み
る
。

九
月
二
十
八
日

斎
藤
氏
ヘ
ル
ン
氏
を
招
ク
。
予
モ
同
行
ス
。
音
楽
等
ノ
合
奏
ア
リ
。
ヘ
ル
ン
氏
も
英
仏
二
国
ノ
歌
ヲ
唱
吟
セ
リ
。

偶
々
中
秋
ノ
名
月
ノ
夜
ニ
当
リ
、
満
天
繊
雲
ナ
シ
。⒀

こ
の
時
、
ヘ
ル
ン
（
ハ
ー
ン
）
の
歌
っ
た
英
仏
二
国
の
歌
は
何
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
後
日
の
創
作
で
あ
る
可
能
性
が
強
い
が
、
同

年
九
月
二
三
日
に
、
松
江
師
範
学
校
附
属
小
学
校
で
「
オ
ー
ル
ド
・
ラ
ン
グ
・
ザ
イ
ン
」
を
聞
い
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
パ
ッ
テ
ィ
の
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歌
の
思
い
出
も
あ
る
。
こ
の
場
合
の
英
国
の
歌
が
「
オ
ー
ル
ド
・
ラ
ン
グ
・
ザ
イ
ン
」
で
あ
る
と
推
定
す
る
こ
と
も
一
概
に
否
定
は
で
き

な
い
。

少
し
論
の
進
行
か
ら
は
横
道
に
外
れ
る
が
、
こ
こ
で
、
同
時
に
歌
っ
た
フ
ラ
ン
ス
の
曲
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
を
考
え
て
み
る
こ
と
に

す
る
。
先
に
触
れ
た
一
八
九
四
年
一
月
三
〇
日
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
宛
の
手
紙
で
、
パ
ッ
テ
ィ
の
話
題
の
前
に
、
フ
ラ
ン
ス
国
歌
「
ラ
・
マ
ル

セ
イ
エ
ー
ズL

a
M
arséillaise

」
の
熱
烈
さ
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
彼
の
長
男
、
小
泉
一
雄
（
一
八
九
三
│
一
九
六
五
）

は
、
著
書
『
父
「
八
雲
」
を
憶
う
』
で
、
書
生
の
玉
木
光
栄
（
一
八
八
八
│
一
九
七
一
）
が
、「
得
意
然
と
『
マ
ル
セ
イ
ユ
』
を
歌
っ
た

と
こ
ろ
が
、
ま
た
父
か
ら
、
そ
ん
な
壊
れ
た
言
葉
で
歌
わ
れ
て
は
フ
ラ
ン
ス
人
は
皆
泣
い
て
し
ま
う
よ
と
申
さ
れ
」⒁
す
っ
か
り
し
ょ
げ

か
え
っ
た
と
語
る
。
ハ
ー
ン
は
「
ラ
・
マ
ル
セ
イ
エ
ー
ズ
」
を
好
ん
で
い
た
。
こ
の
二
例
の
み
で
は
早
計
で
は
あ
る
が
、
こ
の
時
の
英
仏

の
二
曲
を
、「
オ
ー
ル
ド
・
ラ
ン
グ
・
ザ
イ
ン
」、「
ラ
・
マ
ル
セ
イ
エ
ー
ズ
」
と
想
像
す
る
こ
と
も
亦
楽
し
い
。
彼
は
朗
々
と
二
曲
を
歌

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
梶
谷
泰
之
は
『
へ
る
ん
先
生
生
活
記
』
に
お
い
て
、
教
え
子
、
並
河
栄
四
郎
が
「
英
国
の
歌
を
二
つ
三
つ
大
き
い

声
で
歌
わ
れ
ま
し
た
の
に
驚
き
ま
し
た
」⒂
と
記
し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紹
介
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
一
雄
は
前
述
書
で
ハ
ー
ン
の
歌
声
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

父
の
歌
う
の
は
ま
る
で
四
、
五
歳
ぐ
ら
い
の
幼
児
が
歌
う
よ
う
な
あ
ど
け
な
い
ア
ク
セ
ン
ト
で
、
陰
で
聞
い
て
い
る
と
、
と
て
も
半

白
頭
の
お
父
様
と
は
受
け
取
れ
ぬ
ほ
ど
、
誠
に
可
愛
ら
し
い
も
の
で
し
た
。⒃

こ
れ
は
日
本
語
に
よ
る
唱
歌
を
歌
う
や
や
自
信
な
げ
な
姿
で
あ
っ
て
、
よ
り
若
い
時
期
、
西
洋
の
歌
詞
で
歌
う
彼
は
、
臆
す
る
こ
と
な

く
大
き
な
声
を
出
し
た
も
の
と
思
わ
せ
る
。

閑
話
休
題
。
ハ
ー
ン
に
と
っ
て
日
本
語
の
歌
詞
の
意
味
が
不
明
で
、「
美
し
き
誤
解
」
の
上
に
昔
日
を
思
い
浮
か
べ
た
「
オ
ー
ル
ド
・

ラ
ン
グ
・
ザ
イ
ン
」
の
旋
律
に
よ
る
小
学
校
唱
歌
「
蛍
（
蛍
の
光
）」
の
ほ
か
の
も
う
一
曲
と
は
何
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。「
初
編
第
一

八

う
つ
く
し
き
」
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
は
、
有
名
な
「
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
釣
鐘
草T

h
e
B
lu
e
B
ell
of
S
cotlan

d

」
で
あ
る
。
こ
の
曲
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と
判
断
し
て
も
よ
い
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
曲
と
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
関
係
に
つ
い
て
疑
問
を
投
げ
か
け
る
人
物
が
存
在
す
る
。

安
田
寛
は
、「
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
釣
鐘
草
」
は
、「
一
般
に
は
『
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
民
謡
』
と
さ
れ
る
が
、
曲
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
起
源

と
い
う
説
が
強
い
」⒄
と
す
る
。
安
田
は
九
一
曲
の
「
小
学
唱
歌
集
」
の
内
、
八
曲
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
歌
曲
も
し
く
は
民
謡
が
見
ら
れ

る
と
判
断
し
て
い
る
。「
初
編
二
〇

蛍
（
蛍
の
光
）」、「
初
編
二
四

思
ひ
い
ず
れ
ば
」、「
初
編
三
〇

玉
の
宮
居
」、「
第
二
編
四
三

み
た
に
の
奥
」、「
第
二
編
四
六

五
月
の
風
」、「
第
三
編

才
女
」、「
第
三
編
八
一

き
の
う
け
ふ
」、「
第
三
編
八
二

頭
の
雪
」
が
そ

れ
に
該
当
す
る
と
述
べ
る
⒅
。

こ
の
中
で
は
「
才
女
」
が
ス
コ
ッ
ト
作
曲
の
、
現
在
も
人
口
に
膾
炙
し
て
い
る
「
ア
ニ
ー
・
ロ
ー
リ
ーA

n
n
ie
L
au
rie

」
の
メ
ロ
デ

ィ
ー
で
歌
わ
れ
て
い
る
。
日
本
人
の
感
性
に
も
訴
え
か
け
る
し
な
や
か
な
旋
律
で
、
こ
の
曲
が
「
オ
ー
ル
ド
・
ラ
ン
グ
・
ザ
イ
ン
」
と
合

わ
せ
て
歌
わ
れ
て
い
た
可
能
性
も
か
な
り
高
い
と
も
思
わ
れ
よ
う
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
自
分
に
と
っ
て
理
想
と
崇
め
る
女
性
へ
の
直

向
き
な
愛
を
歌
い
あ
げ
た
原
詞
世
界
を
思
い
浮
か
べ
て
い
る
の
に
対
し
、
日
本
の
平
安
時
代
の
才
女
、
清
少
納
言
と
紫
式
部
を
誉
め
称
す

歌
詞
で
あ
る
こ
と
を
ま
だ
理
解
で
き
て
い
な
い
ハ
ー
ン
の
心
は
い
か
ば
か
り
の
も
の
か
を
忖
度
す
る
と
少
し
ば
か
り
微
笑
ま
し
く
も
な
っ

て
こ
よ
う
。

「
故
郷
の
空C

om
in
’th
ro’th

e
R
ye

」
も
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
民
謡
で
あ
り
、
こ
の
可
能
性
を
考
え
ら
れ
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
も

知
れ
な
い
。
こ
の
曲
は
、
一
八
八
八
（
明
治
二
一
）
年
か
ら
翌
年
に
発
行
さ
れ
た
「
明
治
唱
歌
」
に
含
ま
れ
、
一
八
九
〇
年
前
後
に
松
江

の
小
学
校
で
歌
わ
れ
る
の
は
少
し
時
期
が
早
過
ぎ
る
の
で
は
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
か
。

「
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
釣
鐘
草
」
に
話
を
戻
す
と
、
当
時
、
こ
の
曲
も
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
民
謡
と
思
わ
れ
て
い
た
と
推
し
測
る
と
、
そ

こ
で
歌
わ
れ
て
い
た
可
能
性
は
捨
て
き
れ
な
い
。
安
田
の
現
代
の
学
術
判
断
が
こ
の
時
代
に
即
あ
て
は
ま
る
と
す
る
の
も
、
や
や
早
計
で

は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

別
れ
の
歌
「
蛍
（
蛍
の
光
）」
を
、
友
と
の
再
会
を
喜
ぶ
「
オ
ー
ル
ド
・
ラ
ン
グ
・
ザ
イ
ン
」
と
聞
い
た
ハ
ー
ン
で
は
あ
る
。
し
か
し
、

ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
が
楽
し
ん
だ
日
本
音
楽

九



『
知
ら
れ
ぬ
日
本
の
面
影
』
の
最
終
章
（
第
二
七
章
）「
さ
よ
う
な
らS

ayōn
ara!

」
で
、
自
身
の
松
江
中
学
校
離
任
に
際
し
て
、
師
範

学
校
の
生
徒
が
送
別
会
を
開
催
し
、
彼
の
た
め
に
「
校
歌th

eir
college

son
gs

」
を
歌
い
、
会
の
終
わ
り
に
は
、「『
オ
ー
ル
ド
・
ラ
ン

グ
・
ザ
イ
ン
』
の
日
本
語
訳
版
（th

e
Japan

ese
version

）
を
詠
唱
し
て
く
れ
た
」⒆
と
記
す
。
こ
の
時
、
彼
は
す
で
に
「
蛍
（
蛍
の

光
）」
の
歌
詞
の
真
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
理
解
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
前
章
に
述
べ
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が
鮮
や
か
に

浮
か
び
上
が
る
。「
美
し
き
誤
解
」
か
ら
日
本
語
訳
の
本
意
を
把
握
し
た
時
間
的
経
過
が
、『
知
ら
れ
ぬ
日
本
の
面
影
』
の
話
題
の
展
開
の

中
に
見
事
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。

㈣

「
唱
歌
校
門
を
出
で
ず
」
こ
の
言
葉
は
、
唱
歌
と
い
う
も
の
は
、
も
っ
ぱ
ら
学
校
だ
け
で
歌
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
世
間
に
は
広
が

り
を
持
っ
て
い
な
い
と
の
意
味
を
示
し
て
い
よ
う
。
だ
が
、
東
京
の
ハ
ー
ン
家
に
お
け
る
音
楽
享
受
の
姿
は
な
か
な
か
に
興
味
深
い
。
小

泉
一
雄
が
次
の
よ
う
に
著
し
て
い
る
。

夕
食
後
、
す
ぐ
に
寝
に
就
く
の
は
衛
生
上
宜
し
く
な
い
と
の
父
の
意
見
か
ら
、
ほ
と
ん
ど
毎
夕
、
食
後
に
は
食
堂
兼
子
供
室
に
充
て

ら
れ
て
い
た
階
下
十
二
畳
で
、
我
々
子
供
等
を
初
め
書
生
さ
ん
達
も
女
中
達
も
諸
共
に
唱
歌
や
軍
歌
を
謡
い
な
が
ら
、
四
角
な
大
卓

の
周
囲
を
一
時
間
ば
か
り
、
グ
ル
グ
ル
と
腹
ご
な
し
に
巡
る
の
が
例
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
偶
に
は
父
や
母
も
仲
間
入
り
す
る
こ
と

が
あ
り
ま
し
た
。⒇

ハ
ー
ン
家
の
日
課
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
セ
ツ
も
記
す
。

食
事
の
時
に
は
い
ろ
い
ろ
話
を
い
た
し
ま
し
た
。（
中
略
）
そ
れ
が
済
む
と
い
つ
も
皆
で
唱
歌
な
ど
を
歌
い
ま
し
た
。21

何
を
歌
っ
た
の
か
、
一
雄
は
少
し
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
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新
美
さ
ん
は
「
君
が
代
」
で
も
、「
霞
か
雲
か
」
で
も
、「
汽
笛
一
声
」
で
も
、「
青
葉
繁
れ
る
」
で
も
皆
一
様
の
節
で
歌
っ
て
の
け

る
人
で
し
た
。22

「
君
が
代
」、「
小
学
唱
歌
集
」（
第
二
編
第
三
五

霞
か
雲
か
）、「
地
理
教
育
鉄
道
唱
歌
（
一
）」（
鉄
道
唱
歌
）、
楠
木
正
成
、
正
行
親

子
の
桜
井
訣
別
を
歌
っ
た
「
青
葉
繁
れ
る
」
と
、
す
で
に
、
こ
の
頃
広
く
一
般
に
歌
わ
れ
た
と
推
し
測
ら
れ
る
曲
が
並
ん
で
い
る
。
歌
と

と
も
に
暮
ら
す
、
と
或
る
家
族
の
姿
で
あ
り
、
世
相
の
一
部
分
が
見
え
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。

中
山
エ
イ
子
は
楠
木
正
成
を
、「
日
本
の
歴
史
上
の
人
物
の
中
で
最
も
早
く
唱
歌
・
軍
歌
に
な
っ
た
人
物
」23
と
す
る
。「
小
学
唱
歌
集
」

（
第
三
編
七
九

忠
臣
）
と
し
て
正
成
は
唱
歌
に
登
場
す
る
。
一
八
九
九
（
明
治
三
二
）
年
発
表
さ
れ
た
、
落
合
直
文
（
一
八
六
一
│
一

九
〇
三
）
作
詞
の
「
青
葉
繁
れ
る
」
は
、
軍
歌
的
色
彩
も
見
え
る
「
楠
公
唱
歌
」24
と
評
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
一
雄
が
記
す

「
軍
歌
」
に
属
す
る
の
か
、
む
つ
か
し
い
判
断
が
要
求
さ
れ
よ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
次
章
で
も
う
少
し
詳
し
く
論
じ
て
み
よ
う
と
思
っ

て
い
る
。

こ
れ
ら
の
歌
を
新
美
さ
ん
が
一
本
調
子
の
節
で
歌
う
情
景
に
は
悪
気
の
な
い
苦
笑
が
伴
う
。
新
美
さ
ん
と
は
、
新
美
資
雄
、
資
良
兄
弟

の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
と
も
に
ハ
ー
ン
の
家
の
書
生
で
あ
っ
た
が
、
兄
・
資
雄
は
一
八
九
九
年
商
船
学
校
を
卒
業
し
て
、
同
家
を
去
り
、

そ
の
年
は
「
青
葉
繁
れ
る
」
が
発
表
さ
れ
る
こ
と
か
ら
も
、
兄
の
後
に
書
生
を
引
き
継
い
だ
資
良
と
考
え
る
こ
と
が
自
然
の
よ
う
で
あ
ろ

う
。

う

た

新
美
さ
ん
と
と
も
に
先
に
紹
介
し
た
書
生
の
玉
木
光
栄
の
姿
も
見
え
て
く
る
。
彼
に
つ
い
て
一
雄
は
、「
声
の
好
い
唱
歌
の
上
手
な
光

栄
さ
ん
」25
と
記
す
。
注
目
す
べ
き
は
、「
唱
歌
」
に
「
う
た
」
と
振
り
仮
名
を
振
る
こ
と
で
あ
る
。
見
過
ご
し
て
は
な
ら
な
い
。「
唱
歌
」

を
学
校
で
歌
う
よ
う
な
「
学
校
唱
歌
」
と
し
て
の
み
で
は
な
く
、「
歌
」
全
般
と
表
記
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
た
だ
し
、

同
じ
箇
所
で
、「
父
は
子
供
等
の
歌
っ
て
い
る
軍
歌
や
唱
歌
な
ら
大
概
覚
え
て
歌
い
ま
し
た
」26
と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
歌
そ
の
も
の
を
唱

歌
と
す
る
一
方
、
軍
歌
と
ジ
ャ
ン
ル
を
異
に
す
る
歌
を
唱
歌
と
呼
ぶ
な
ど
、
同
一
の
言
葉
な
が
ら
、
二
つ
の
意
味
の
違
い
に
つ
い
て
暗
黙
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の
区
別
を
持
っ
て
使
い
分
け
て
い
る
こ
の
時
期
の
様
相
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。「
唱
歌
」
と
い
う
言
葉
の
使
い
方
も
複
雑
で

あ
る
。

一
雄
は
弟
の
巌
（
ハ
ー
ン
の
次
男
）
が
通
う
、
三
十
数
名
の
園
児
の
四
ッ
谷
の
小
さ
な
幼
稚
園
の
様
子
に
つ
い
て
も
触
れ
て
い
る
。
園

長
は
元
小
学
校
の
校
長
を
し
て
い
た
加
藤
某
の
妻
で
あ
っ
た
。
加
藤
夫
人
は
そ
こ
で
、「
こ
こ
な
る
門
は
」、「
岸
の
柳
の
影
清
く
（
舟
遊

び
）」、「
廻
れ
独
楽
」
な
ど
の
唱
歌
を
歌
い
な
が
ら
遊
戯
を
し
て
い
た
と
の
記
述
27
は
、
当
時
の
幼
稚
園
で
唱
歌
教
育
が
な
さ
れ
て
い
た

こ
と
を
物
語
る
。
巌
が
家
に
帰
り
習
っ
た
唱
歌
を
夕
食
時
な
ど
の
寛
ぎ
の
間
に
、
に
こ
や
か
に
聞
き
、
一
緒
に
歌
っ
た
こ
と
を
想
像
す
る

こ
と
も
さ
ほ
ど
困
難
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
光
景
は
、
小
学
唱
歌
な
ど
は
家
で
歌
わ
れ
な
か
っ
た
と
す
る
「
唱
歌
校
門
を
出
で
ず
」
の

言
葉
に
対
す
る
、
一
つ
の
疑
問
を
呈
す
る
実
例
と
な
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
と
も
、
ハ
ー
ン
家
は
聊
か
特
別
で
あ
っ
た
の
か
。

㈤

ハ
ー
ン
は
、
子
ど
も
の
歌
う
「
軍
歌
」
は
大
概
は
覚
え
て
い
て
歌
っ
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
記
し
た
。『
知
ら
れ
ぬ
日
本
の
面
影
』
に

続
き
、
一
八
九
五
（
明
治
二
八
）
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
東
の
国
か
らO

u
t
of
th
e
E
ast

』
所
収
の
「
柔
術Jiu

ju
tsu

」
の
中
で
小
学
生

が
「
古
の
忠
臣
の
歌th
e
an
cien
t
son
gs
of
loyalty

」
や
「
新
し
い
軍
歌th

e
m
odern

son
gs
of
w
ar

」
を
習
わ
っ
て
い
る
と
記
述

し
て
い
る
。28

松
江
時
代
に
は
、
松
江
城
二
の
丸
広
場
で
小
学
生
が
若
い
教
師
に
よ
っ
て
行
進
を
教
わ
り
、「
建
武
の
昔
楠
公
は
」
と
歌
っ
て
い
る
と

こ
ろ
に
し
ば
し
ば
出
会
っ
て
い
る
。『
知
ら
れ
ぬ
日
本
の
面
影
』
に
描
か
れ
た
情
景
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
本
田
秀
夫
「
八
雲
と

『
楠
木
正
成
の
歌
』」（
へ
る
ん
八
号
）
に
詳
し
い
の
で
重
複
は
避
け
る
。

「
軍
歌
」
は
西
洋
の
楽
譜
で
書
か
れ
た
洋
楽
で
も
あ
り
、
学
校
で
も
教
え
る
点
で
「
唱
歌
」
と
深
い
関
係
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
考
え
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る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
の
歌
詞
が
時
局
と
結
び
つ
い
て
く
る
に
つ
れ
て
、
民
衆
は
、「
軍
歌
は
今
で
い
え
ば
、
ポ
ッ
プ
ス
で
あ
り
、
演

歌
で
あ
り
、
洋
楽
で
あ
り
、
映
画
主
題
歌
で
あ
り
、
ア
イ
ド
ル
ソ
ン
グ
で
あ
り
、
人
々
の
生
活
に
密
接
に
結
び
つ
い
た
娯
楽
で
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
軍
歌
は
民
衆
の
歓
迎
す
る
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
」29
と
捉
え
る
に
至
り
、
そ
の
結
果
、
こ
の
時
代
の

歌
の
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
定
着
し
た
と
思
わ
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

時
は
、
一
八
九
四
（
明
治
二
七
）
年
か
ら
翌
年
の
日
清
戦
争
、
一
九
〇
四
（
明
治
三
七
）
年
か
ら
次
年
に
か
け
て
の
日
露
戦
争
を
迎
え

る
。
辻
田
真
佐
憲
は
、「
日
清
戦
争
が
始
ま
っ
た
一
八
九
四
（
明
治
二
十
七
）
年
か
ら
翌
年
の
二
年
間
だ
け
で
、
軍
歌
集
は
一
四
〇
冊
以

上
、
軍
歌
は
一
三
〇
〇
曲
以
上
も
作
ら
れ
た
」30
と
述
べ
て
い
る
。
ハ
ー
ン
は
『
天
の
河
綺
談
そ
の
他T

h
e
R
om
an
ce
of
th
e
M
ilky

W
ay
an
d
O
th
er
S
tu
dies

an
d
S
tories

』
の
「
日
本
だ
よ
りA

L
etter

from
Japan

」
で
日
露
戦
争
当
時
お
よ
び
そ
の
す
ぐ
後
の

現
実
を
書
き
記
す
。

今
や
す
べ
て
の
小
学
校
に
お
い
て
児
童
た
ち
（boys

an
d
girls

）
は
広
瀬
中
佐
の
歌
を
歌
っ
て
い
る
。
そ
の
曲
は
行
軍
歌

（m
arch

in
g
son
g

）
で
あ
る
。31

同
書
で
、
大
和
田
建
樹
作
詞
、
納
所
弁
次
郎
作
曲
の
「
広
瀬
中
佐
」
の
英
訳
を
記
し
な
が
ら
、
広
瀬
武
夫
（
一
八
六
八
│
一
九
〇
四
）

に
つ
い
て
、
ハ
ー
ン
は
西
欧
の
読
者
に
次
の
よ
う
な
記
事
を
掲
載
す
る
。

お
そ
ら
く
は
英
語
圏
の
読
者
の
各
々
に
と
っ
て
は
海
軍
中
佐
・
広
瀬
武
夫
の
名
前
は
ほ
と
ん
ど
ご
存
知
な
い
と
思
う
が
、
彼
は
ま
さ

し
く
（deservedly

）
国
民
的
英
雄
の
一
人
と
な
っ
た
。32

日
露
戦
争
中
に
、「
福
井
丸
」
に
乗
っ
て
い
た
部
下
を
探
し
て
い
た
と
こ
ろ
敵
弾
に
当
た
っ
て
壮
烈
な
戦
死
を
遂
げ
た
広
瀬
中
佐
は
国

民
の
中
か
ら
生
ま
れ
た
英
雄
と
称
さ
れ
た
。
ハ
ー
ン
も
、
こ
の
広
瀬
中
佐
の
歌
を
歌
っ
て
い
た
と
セ
ツ
は
書
い
て
い
る
。

「
唱
歌
」、「
軍
歌
」
以
外
に
も
ハ
ー
ン
家
で
話
題
と
な
っ
た
歌
の
ジ
ャ
ン
ル
が
存
在
し
た
こ
と
を
一
雄
が
記
し
て
い
る
。「
声
と
い
い

リ
ズ
ム

節
奏
と
い
い
い
つ
も
申
し
分
な
い
出
き
映
え
」33
の
、
当
時
書
生
で
あ
り
、
後
年
、
東
京
高
等
農
学
校
を
卒
業
し
た
玉
木
光
栄
が
ハ
ー
ン
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の
前
で
歌
っ
た
時
、
二
度
の
失
敗
が
あ
っ
た
ら
し
い
。
一
度
目
は
「
讃
美
歌
」、
二
度
目
は
「
ラ
・
マ
ル
セ
イ
エ
ー
ズ
」
を
歌
っ
た
こ
と

が
そ
れ
に
該
当
す
る
。

ハ
ー
ン
が
キ
リ
ス
ト
教
を
嫌
っ
て
い
た
こ
と
は
彼
の
著
作
の
中
で
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
教
会
や
ミ
ッ
シ
ョ
ン
ス
ク
ー
ル
な
ど
で
歌

わ
れ
て
い
た
「
讃
美
歌
」
を
聞
く
の
は
彼
に
は
論
外
の
こ
と
で
あ
り
、「
私
の
家
で
そ
う
し
た
歌
だ
け
は
歌
っ
て
く
れ
る
な
」34
と
の
ハ
ー

ン
の
言
葉
は
充
分
に
首
肯
さ
れ
る
。
二
度
目
の
失
敗
に
つ
い
て
は
す
で
に
記
し
た
の
で
割
愛
す
る
が
、
日
本
人
に
と
っ
て
の
外
国
曲
が
ハ

ー
ン
家
で
は
歌
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
。
外
国
の
歌
に
つ
い
て
は
、
一
雄
は
父
か
ら
英
語
の
子
守

歌
を
教
え
ら
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
ハ
ー
ン
の
出
自
に
基
づ
く
、
日
本
人
に
と
っ
て
は
遠
き
外
国
の
曲
は
、
彼
に
と
っ
て
身
近
な
存
在

で
あ
っ
た
。

一
雄
の
教
わ
っ
た
こ
の
英
語
の
子
守
歌
を
傍
で
聞
い
て
い
た
「
奇
抜
な
女
中
」35
お
ろ
く
が
、「
い
つ
し
か
語
呂
の
似
た
出
鱈
目
な
日
本

語
の
文
句
に
改
め
て
得
々
然
と
歌
い
」36
、
そ
れ
が
女
中
仲
間
に
流
行
し
た
時
、
そ
の
「
戯
れ
歌
」
を
聞
い
た
ハ
ー
ン
が
、「
も
う
決
し
て

か
か
る
こ
と
は
歌
っ
て
く
れ
る
な
と
厳
禁
」37
し
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
当
然
と
い
え
ば
当
然
で
も
あ
っ
た
。

は

や

「
オ
ッ
ペ
ケ
ペ
ー
」
に
代
表
さ
れ
る
、
こ
の
当
時
の
「
流
行
り
歌
」
に
つ
い
て
、
ハ
ー
ン
の
思
い
が
少
し
だ
け
推
量
で
き
る
。
牛
込
富

久
町
に
一
家
が
住
ん
で
い
た
時
、
一
雄
が
「
帽
子
に
も
洋
服
に
も
金
モ
ー
ル
の
付
い
た
、
海
軍
士
官
の
礼
装
に
似
た
扮
装
の
薬
売
り
」38

が
、「
オ
イ
チ
ニ
イ
」
と
歌
う
あ
と
を
つ
い
て
行
っ
た
こ
と
を
ハ
ー
ン
は
「
ハ
ー
メ
ル
ン
の
笛
吹
き
」
の
話
に
譬
え
て
咎
め
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
巷
の
戯
れ
歌
に
つ
い
て
、
お
ろ
く
の
場
合
と
同
様
に
、
彼
は
好
ん
で
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
て
く
る
。
あ
ま
り
に
俗
世
間
の

「
流
行
り
歌
」
の
世
界
の
中
に
は
彼
は
立
ち
入
る
こ
と
が
難
し
か
っ
た
と
考
え
る
べ
き
な
の
か
。

当
節
、
や
や
知
識
階
級
に
近
い
家
庭
の
中
に
あ
っ
た
「
讃
美
歌
」、「
外
国
の
歌
」
へ
の
胸
騒
ぎ
、
過
度
に
庶
民
的
に
傾
く
「
流
行
歌
」

に
対
す
る
微
か
な
抵
抗
感
│
│
ハ
ー
ン
家
は
少
し
ば
か
り
特
殊
な
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
と
思
っ
て
し
ま
う
筆
者
が
そ
こ
に
立
ち
竦
ん

で
い
る
。 ラ

フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
が
楽
し
ん
だ
日
本
音
楽
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一
雄
の
著
書
に
一
人
の
女
性
が
出
て
く
る
。

故
郷
越
後
の
盆
踊
り
の
歌
な
ら
朗
ら
か
に
歌
い
ま
し
た
が
唱
歌
や
軍
歌
は
さ
っ
ぱ
り
歌
え
ぬ
お
常
と
申
す
偉
大
な
体
軀
の
女
中
が
い

ま
し
た
。
お
常
は
新
美
さ
ん
の
従
妹
で
し
た
。
牛
込
か
ら
大
久
保
へ
か
け
て
約
三
年
間
い
ま
し
た
。39

新
美
兄
弟
の
従
妹
に
あ
た
り
、「
私
達
兄
弟
に
は
い
つ
も
優
し
く
、
正
直
者
で
涙
脆
い
女
」40
と
、
お
常
が
一
雄
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
て

い
る
。「
盆
踊
り
の
歌
」
と
は
、
明
治
時
代
以
前
か
ら
存
在
す
る
こ
と
の
多
い
曲
で
、
都
会
、
地
方
を
問
わ
ず
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
も
の

が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
越
後
出
身
の
お
常
が
、
た
と
え
唱
歌
や
軍
歌
は
歌
え
ず
と
も
、
地
元
の
「
盆
踊
り
歌
」
を
得
意
と
す
る
の
は
ご

く
当
然
で
あ
ろ
う
。「
盆
踊
り
歌
」
は
、
日
本
に
古
く
か
ら
伝
わ
る
「
わ
ら
べ
歌
」
や
「
民
謡
」、「
俗
謡
」
な
ど
と
合
わ
せ
て
、
程
良
い

「
日
本
の
伝
統
的
か
つ
民
衆
的
な
歌
」
と
で
も
呼
べ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
ハ
ー
ン
が
そ
の
よ
う
な
歌
に
愛
着
を
抱
い
て
い
た
こ
と
は
彼
の

著
作
に
明
ら
か
で
あ
る
。『
知
ら
れ
ぬ
日
本
の
面
影
』
の
「
伯
耆
か
ら
隠
岐
へF

rom
H
ōki
to
O
ki

」
の
境
港
で
、
荷
物
を
積
み
込
む

人
々
が
荷
の
軽
重
で
、
歌
う
曲
（
労
働
歌
）
を
変
え
る
こ
と
を
聞
き
分
け
て
い
る
。

Y
an
-yu
i!

Y
an
-yu
i!

Y
an
-yu
i!

Y
an
-yu
i!

Y
oi-ya-sa-a-a-n

o-do-koe-sh
i!

41

重
い
荷
物
を
扱
っ
て
い
る
様
子
が
こ
の
歌
か
ら
も
充
分
に
窺
え
る
。
ハ
ー
ン
の
耳
は
鋭
く
反
応
す
る
。
し
ば
ら
く
す
る
と
船
中
か
ら

ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
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ー
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楽
し
ん
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だ
い
せ
ん

大
山
が
見
え
始
め
る
。
同
行
の
友
人
の
歌
う
有
名
な
「
関
の
五
本
松
」
に
聞
き
入
る
ハ
ー
ン
の
姿
が
そ
こ
に
あ
る
。
日
本
に
来
て
さ
ほ
ど

時
を
経
て
い
な
い
時
期
か
ら
日
本
の
歌
に
興
味
を
示
す
ハ
ー
ン
は
、
素
朴
な
お
常
の
歌
を
心
か
ら
楽
し
ん
だ
こ
と
で
あ
ろ
う
。

お
常
の
「
盆
踊
り
歌
」
の
み
な
ら
ず
、
日
本
の
伝
統
的
で
庶
民
的
な
音
楽
を
ハ
ー
ン
は
日
常
の
暮
ら
し
の
中
で
愛
し
続
け
た
。
そ
の
よ

う
な
彼
の
心
情
を
察
す
る
た
め
に
、
一
九
〇
一
（
明
治
三
四
）
年
刊
行
の
『
日
本
雑
記A

Japan
ese
M
iscellan

y

』
中
の
「
民
間
伝

承
落
穂
集F

olk-L
ore
G
lean
in
gs

」
に
含
ま
れ
る
「
日
本
の
わ
ら
べ
歌S

on
gs
of
Japan

ese
C
h
ildren

」
に
耳
を
止
め
て
み
る
。

私
が
は
じ
め
て
日
本
に
着
い
た
頃
、
子
ど
も
達
は
彼
ら
彼
女
ら
の
祖
父
母
か
ら
教
わ
っ
た
古
い
日
本
の
歌
を
歌
っ
て
い
た
も
の
で
あ

る
。
当
時
、
家
庭
教
育
と
い
う
も
の
は
、
通
常
そ
の
人
々
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
今
日
、
ち
い
さ
な
国
民
（little

folk

）

は
、
道
端
や
お
寺
の
境
内
で
遊
ん
で
い
る
時
、
学
校
の
教
室
で
習
う
新
し
い
歌
を
歌
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
西
洋
の
音
階
を
基
本
と

し
て
作
曲
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
よ
り
は
る
か
に
私
に
と
っ
て
興
味
深
い
明
治
以
前
の
歌
を
め
っ
た
に
聞
く
こ
と
が
で
き
な
い

で
い
る
。42

こ
こ
で
、
日
本
の
唱
歌
を
定
義
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
も
増
し
て
、
児
童
の
歌
う
古
い
日
本
の
歌
に
興
味
が
あ
る
こ
と
を
ハ
ー
ン
は
述

懐
し
て
い
る
。
来
日
後
、
か
な
り
の
年
月
を
過
ご
し
た
彼
の
嘆
き
、
溜
息
が
聞
こ
え
る
。
し
か
し
、
彼
は
、
子
ど
も
達
の
日
常
の
遊
び
と

切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
歌
は
、
ま
だ
高
齢
な
人
々
が
こ
の
時
代
活
躍
し
て
い
る
の
で
、
子
ど
も
達
は
大
好
き
な
昔
の
歌
と
接
す
る
機

会
が
多
い
と
の
理
由
で
、
今
、
暫
し
消
え
去
ら
な
い
と
も
考
え
て
い
る
。「
で
も
、
そ
れ
ら
の
心
楽
し
ま
せ
て
く
れ
る
人
々
（th

ese

ch
arm
in
g
old
people

）
が
ご
先
祖
様
の
と
こ
ろ
へ
行
っ
た
な
ら
ば
」43
。
こ
こ
で
も
溜
息
が
出
る
。

後
世
ま
で
遺
し
て
お
く
べ
き
、
子
ど
も
達
も
大
好
き
な
日
本
の
古
い
歌
に
関
し
て
、
ハ
ー
ン
は
、
昔
の
わ
ら
べ
歌
（th

e
old-tim

e

ch
ild-son

gs

）
と
ざ
れ
歌
（n

on
-sen
se
verses

）
を
六
項
目
に
分
類
し
、
こ
れ
ら
の
魅
力
を
語
っ
て
い
る
。
そ
の
（
三
）、
さ
ま
ざ
ま

な
遊
戯
の
歌
（M

iscellan
eou
s
P
lay-S

on
g

）
の
中
に
、
踊
り
歌
と
し
て
蓮
華
の
歌
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

れ
ん
げ
の
花

ひ
ら
い
た

ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
が
楽
し
ん
だ
日
本
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ひ
ら
い
た

ひ
ら
い
た
!

ひ
ら
い
た
と
思
っ
た
ら

や
っ
と
こ
さ
と

つ
ぼ
ん
だ
!
44

こ
の
踊
り
歌
に
つ
い
て
は
、
セ
ツ
の
記
述
は
重
要
で
あ
る
。

焼
津
な
ど
に
参
り
ま
す
と
海
浜
で
、
子
供
や
乙
吉
な
ど
ま
で
一
緒
に
な
っ
て
「
開
い
た
開
い
た
何
の
花
開
い
た
、
蓮
華
の
花
開
い
た

…
」
の
遊
戯
を
い
た
し
ま
し
て
、
子
供
の
よ
う
に
無
邪
気
に
遊
ぶ
こ
と
も
ご
ざ
い
ま
し
た
。45

日
本
の
わ
ら
べ
歌
を
踊
り
と
と
も
に
楽
し
く
体
験
す
る
明
朗
な
ハ
ー
ン
が
見
え
出
す
。「
羽
根
つ
き
歌
」
の
美
し
さ
、
羽
根
を
つ
く
少

女
達
の
可
愛
ら
し
さ
は
、
そ
の
優
雅
な
動
き
に
よ
る
絵
画
的
魅
力
を
超
え
た
も
の
と
し
て
描
写
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
上
さ
ら
に
、
そ
の
魅
力
は
た
だ
た
だ
見
て
い
て
美
し
い
だ
け
で
は
な
い
。
羽
根
つ
き
を
し
て
い
る
間
、
こ
の
妖
精
た
ち
は
ち
ょ

っ
と
不
思
議
な
リ
ズ
ム
と
メ
ロ
デ
ィ
ー
の
か
わ
い
い
歌
を
歌
い
、
私
た
ち
の
耳
を
甘
美
な
響
き
で
満
た
せ
て
く
れ
る
。
そ
れ
は
西
洋

の
人
々
の
耳
で
は
、
ま
っ
た
く
思
い
出
す
こ
と
も
不
可
能
な
（
日
本
の
）
歌
な
の
で
あ
る
。46

視
覚
と
聴
覚
、
そ
れ
以
上
に
五
感
を
通
し
て
、
日
本
人
の
立
ち
振
る
ま
い
の
魅
力
を
感
じ
て
い
る
ハ
ー
ン
が
そ
こ
に
い
る
。
わ
ら
べ
歌

な
ど
日
本
古
来
の
歌
に
対
す
る
ハ
ー
ン
の
心
情
の
発
露
そ
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
以
上
、
ハ
ー
ン
と
伝
統
的
な
日
本
の
歌
に
つ
い
て
何

を
語
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。

こ
こ
で
、
も
う
一
度
、
新
た
な
日
本
の
音
楽
、
唱
歌
に
つ
い
て
、
少
し
だ
け
触
れ
て
お
く
。
ハ
ー
ン
の
伝
統
的
な
日
本
の
歌
へ
の
高
い

評
価
に
反
比
例
し
て
唱
歌
へ
の
評
価
は
よ
く
低
く
な
っ
て
行
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
例
を
示
し
て
み
る
。
彼
の
松
江
時
代
に
教
え
子
で
あ

り
、
そ
の
家
族
と
と
も
に
ハ
ー
ン
に
雅
楽
の
面
白
さ
を
伝
え
た
大
谷
正
信
（
一
八
七
五
│
一
九
三
三
）
に
後
年
、
彼
は
次
の
よ
う
な
依
頼

を
す
る
。

多
分
、
貴
君
は
今
月
私
に
子
ど
も
の
遊
戯
歌
を
集
め
た
も
の
を
（
ロ
ー
マ
字
に
直
し
て
）
送
っ
て
く
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
で
し
ょ

ラ
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う
。
そ
れ
は
私
達
が
「
歌
と
遊
び
」
と
呼
ん
で
い
る
課
題
に
必
要
な
の
で
す
。
し
か
し
、
私
は
新
し
い
学
校
唱
歌
は
求
め
ま
せ
ん

（
ど
こ
か
と
て
も
可
憐
で
か
わ
い
い
も
の
を
除
い
て
）。
た
だ
、
本
当
に
小
さ
な
子
ど
も
達
に
よ
っ
て
歌
わ
れ
る
古
い
趣
き
の
あ
る
ホ

ー
ム
ソ
ン
グ
や
遊
戯
歌
が
欲
し
い
の
で
す
。47

ハ
ー
ン
の
求
め
た
歌
の
中
に
、
新
し
く
と
も
可
憐
で
可
愛
い
唱
歌
で
あ
れ
ば
、
古
く
か
ら
伝
わ
る
わ
ら
べ
歌
な
ど
の
遊
戯
歌
と
同
等
の

評
価
を
与
え
て
い
る
こ
と
は
、
も
っ
と
注
目
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

お

わ

り

に

ハ
ー
ン
は
金
比
羅
船
々
を
特
に
上
手
に
歌
っ
た
ら
し
い
。
そ
れ
だ
け
に
終
わ
っ
て
は
い
な
い
。

大
卓
子
を
退
け
て
、「
金
比
羅
船
々
追
手
に
帆
か
け
て
シ
ュ
ー
ラ
、
シ
ュ
、
シ
ュ
、
シ
ュ
!
」
を
歌
い
な
が
ら
、
畳
の
縁
を
踏
ん
で

鬼
ゴ
ッ
コ
を
し
て
遊
ん
だ
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
に
は
父
も
時
々
喜
ん
で
加
わ
り
ま
し
た
。48

日
本
の
文
化
を
論
じ
る
時
、
来
日
直
後
の
手
離
し
の
礼
讃
か
ら
や
が
て
懐
疑
的
に
な
る
こ
と
も
多
か
っ
た
ハ
ー
ン
が
、
心
の
底
か
ら
陽

気
さ
を
振
り
撒
い
て
動
き
回
っ
て
い
る
。『
知
ら
れ
ぬ
日
本
の
面
影
』
に
は
「
舞
妓

O
f
a
D
an
cin
g-G
irl

」
と
い
う
章
が
あ
る
。
そ
の

冒
頭
、
日
本
の
宴
会
の
始
ま
り
の
静
け
さ
を
不
思
議
に
思
い
な
が
ら
、
や
が
て
賑
や
か
に
な
り
、
三
味
線
の
「
金
比
羅
船
々
」
で
最
高
点

に
達
す
る
よ
う
に
書
き
綴
る
。
こ
の
宴
会
の
雰
囲
気
を
日
常
生
活
に
彼
は
持
ち
込
ん
だ
。
こ
の
こ
と
は
、
ハ
ー
ン
が
た
び
た
び
宴
席
を
体

験
し
、
楽
し
ん
だ
こ
と
を
物
語
っ
て
も
い
よ
う
。
西
田
千
太
郎
の
日
記
を
再
び
見
る
。
一
八
九
一
年
七
月
二
九
日
の
こ
と
で
あ
る
。

ヘ
ル
ン
氏
ト
共
ニ
大
社
ニ
昇
殿
。
ヘ
ル
ン
氏
ト
共
ニ
千
家
氏
ニ
招
カ
レ
、
古
書
画
ヲ
観
、
非
常
ニ
鄭
重
ナ
ル
饗
応
ヲ
受
ケ
、
夜
半
ヲ

過
ギ
テ
帰
ル
。
ヘ
ル
ン
氏
大
酔
。49

お
そ
ら
く
は
歌
舞
音
曲
を
伴
う
宴
の
雰
囲
気
と
酒
に
酔
う
ハ
ー
ン
│
│
実
に
明
る
く
、
人
の
心
を
愉
快
に
さ
せ
る
逸
話
で
あ
る
。
彼
が

ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
が
楽
し
ん
だ
日
本
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日
本
の
音
楽
に
接
す
る
時
は
、
松
江
時
代
の
み
な
ら
ず
、
い
つ
も
、
割
合
に
手
離
し
で
、
明
朗
、
快
活
な
気
分
が
漂
う
こ
と
が
多
い
の
で

は
と
思
え
て
く
る
。
家
庭
生
活
で
、
唱
歌
、
軍
歌
、
わ
ら
べ
歌
な
ど
を
楽
し
ん
で
歌
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
か
わ
い
い
声
で
。
わ
ら
べ
歌

に
は
踊
り
さ
え
つ
け
加
わ
る
。
心
が
救
わ
れ
る
感
じ
が
す
る
。

日
本
人
は
、
明
治
時
代
に
新
し
く
西
洋
文
化
を
受
け
入
れ
た
。
そ
れ
に
合
わ
せ
て
、
あ
ま
り
に
西
洋
化
を
急
ぐ
日
本
の
姿
勢
に
危
惧
の

念
を
持
ち
始
め
た
。
伝
統
的
な
、
そ
し
て
彼
を
驚
愕
さ
せ
た
日
本
の
麗
し
き
姿
が
消
え
始
め
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
嘆
く
。
そ
の
一
つ

に
、
日
本
人
の
美
意
識
に
基
づ
く
芸
術
文
化
の
軽
視
に
対
す
る
彼
の
鋭
い
指
摘
を
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
の
伝
統
的
な
文
化
の
持
つ
味

わ
い
を
、
当
時
の
庶
民
と
と
も
に
心
よ
り
理
解
し
、
な
お
か
つ
楽
し
も
う
と
し
た
の
も
彼
で
あ
っ
た
。

さ
て
、
こ
れ
ま
で
筆
者
は
、
美
術
を
中
心
と
す
る
芸
術
、
芸
能
と
ハ
ー
ン
の
関
わ
り
に
つ
い
て
、
拙
文
を
徒
ら
に
書
き
散
ら
し
て
き

た
。
日
本
美
術
史
を
研
究
し
て
お
れ
ば
い
い
は
ず
の
者
が
、
そ
こ
に
留
ま
っ
て
お
く
と
い
う
自
制
の
心
を
忘
れ
、
厚
か
ま
し
く
も
音
楽
の

領
域
に
ま
で
足
を
踏
み
入
れ
、
荒
唐
無
稽
な
論
を
展
開
す
る
に
至
っ
た
よ
う
で
あ
る
。「
ハ
マ
ル
テ
ィ
ア
（
的
外
れ
）」
は
人
間
の
大
き
な

る
罪
で
あ
る
。

だ
が
、
あ
と
一
年
余
り
で
定
年
を
迎
え
る
筆
者
に
と
っ
て
は
、
こ
れ
も
本
稿
で
終
了
す
る
。

「
戯
言
を
語
り
続
け
た
厚
顔
無
知
な
る
一
日
本
美
術
史
学
徒
、
以
て
瞑
す
べ
し
」

註⑴

拙
稿
「
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
と
日
本
の
音
楽
と
の
出
会
い
│
│
メ
ロ
デ
ィ
ー
と
絵
画
的
情
景
の
間
で
│
│
」（
人
文
論
究

第
六
十
五
巻

第
四
号
）

⑵

L
afcadio

H
earn

:
L
ife
an
d
L
etters

2.,
H
ou
gh
ton
M
ifflin

C
om
pan
y

版
（
一
九
二
二
）（
一
九
八
八
年

臨
川
書
店
よ
り
復
刻
）
を
使

用

⑶

小
泉
セ
ツ
（
節
子
）『
思
い
出
の
記
』〔
小
泉
節
子

小
泉
一
雄
『
小
泉
八
雲

思
い
出
の
記

父
「
八
雲
」
を
憶
う
』（
一
九
七
六
年

恒
文
社
）

ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
が
楽
し
ん
だ
日
本
音
楽

一
九



に
所
収
〕

⑷
L
afcadio

H
earn

:
G
lim
pses

of
U
n
fam
iliar

Japan
2,
X
IX
.
F
rom

th
e
D
iary

of
an
E
n
glish

T
each

er,
H
ou
gh
ton

M
ifflin

C
om
pan
y

版
（
前
掲
）

⑸

註
⑴
に
同
じ

⑹

西
成
彦
『
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
の
耳
』（
一
九
九
三
年

岩
波
書
店
）

⑺

註
⑷
に
同
じ

⑻

堀
内
敬
三
・
井
上
武
士
編
『
日
本
唱
歌
集
』（
一
九
五
八
年

岩
波
書
店
）
に
お
け
る
解
説

⑼

L
afcadio

H
earn

:
Japan

ese
L
etters

:
H
ou
gh
ton
M
ifflin

C
om
pan
y

版
（
前
掲
）

⑽
「
伝
説
の
歌
声
�

懐
か
し
き
歌
曲
集
」（
二
〇
一
一
年

財
団
法
人

日
本
伝
統
文
化
振
興
財
団

C
D
V
Z
C
C
-1041

）
に
所
収

⑾

あ
ら
え
び
す
『
名
曲
決
定
盤
（
下
）
│
│
声
楽
・
管
弦
楽
篇
』（
一
九
八
二
年

中
央
公
論
新
社
）

⑿

同
右

⒀

梶
谷
泰
之
『
へ
る
ん
先
生
生
活
記
』（
一
九
九
八
年

恒
文
社
）

⒁

小
泉
一
雄
『
父
「
八
雲
」
を
憶
う
』〔
小
泉
節
子

小
泉
一
雄
『
小
泉
八
雲

思
い
出
の
記

父
「
八
雲
」
を
憶
う
』（
前
掲
）
に
所
収
〕

⒂

註
⒀
に
同
じ

⒃

註
⒁
に
同
じ

⒄

安
田
寛
「『
小
学
唱
歌
集
』
民
謡
説
の
真
偽
」〔
櫻
井
雅
人

ヘ
ル
マ
ン
・
ゴ
チ
ェ
フ
ス
キ

安
田
寛
『
仰
げ
ば
尊
し

幻
の
原
曲
発
見
と
『
小
学

唱
歌
集
』
全
軌
跡
』（
二
〇
一
五
年

東
京
堂
出
版
）
の
第
六
章
〕

⒅

同
右

⒆

L
afcadio

H
earn

:
G
lim
pses

of
U
n
fam
iliar

Japan
2,X
X
V
II.S

ayōn
ara!,

H
ou
gh
ton
M
ifflin

C
om
pan
y

版
（
前
掲
）

⒇

註
⒁
に
同
じ

21

同
右

22

同
右

23

中
山
エ
イ
子
『
明
治
唱
歌
の
誕
生
』（
二
〇
一
〇
年

勉
誠
出
版
）

24

同
右 ラ

フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
が
楽
し
ん
だ
日
本
音
楽

二
〇



25

註
⒁
に
同
じ

26

同
右

27

同
右

28

L
afcadio

H
earn

:
O
u
t
of
th
e
E
ast,

an
d
K
okoro,

O
u
t
of
th
e
E
ast,V

II.
Jiu
ju
tsu
,H
ou
gh
ton
M
ifflin

C
om
pan
y

版
（
前
掲
）

29

辻
田
真
佐
憲
『
日
本
の
軍
歌

国
民
的
音
楽
の
歴
史
』（
二
〇
一
四
年

幻
冬
舎
）

30

同
右

31

L
afcadio

H
earn

:
G
lim
pses

in
B
u
ddh
a-F
ields

an
d
T
h
e
R
om
an
ce
of
th
e
M
ilky

W
ay,
T
h
e
R
om
an
ce
of
th
e
M
ilky

W
ay

V
II.A

L
etter

from
Japan

,H
ou
gh
ton
M
ifflin

C
om
pan
y

版
（
前
掲
）

32

同
右

33

註
⒁
に
同
じ

34

同
右

35

同
右

36

同
右

37

同
右

38

同
右

39

同
右

40

同
右

41

L
afcadio

H
earn

:
G
lim
pses

of
U
nfam

iliar
Japan

2,X
X
III.F

rom
H
ōki
to
O
ki,H

ou
gh
ton
M
ifflin

C
om
pan
y

版
（
前
掲
）

42

L
afcadio

H
earn

:
S
h
adow

in
gs
an
d
A
Japan

ese
M
iscellan

y,
A
Japan

ese
M
iscellan

y,
F
olk
-L
ove

G
lean
in
gs
:
S
on
gs
of

Japan
ese
C
h
ildren

,
H
ou
gh
ton
M
ifflin

C
om
pan
y

版
（
前
掲
）

43

同
右

44

同
右

45

註
⑶
に
同
じ

46

註
42
に
同
じ

ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
が
楽
し
ん
だ
日
本
音
楽

二
一



47

市
河
三
喜
編
「S

om
e
N
ew
L
etters

an
d
W
righ
tin
gs
of
L
afcadio

H
earn

」（
一
九
二
五
年

研
究
社
）

48

註
⒁
に
同
じ

49

註
⒀
に
同
じ

│
│
文
学
部
教
授
│
│

ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
が
楽
し
ん
だ
日
本
音
楽

二
二


