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一　

は
じ
め
に

も
も
ち
の
歌
は
、
帯
刀
長
、
春
の
宮
に
言
葉
の
花
を
尽
く
し
、
乙
侍
従
、

箱
根
の
山
に
身
の
愁
を
開
き
て
よ
り
出
で
き
た
り
て
、
今
に
跡
と
な
れ
り
。

（『
和
歌
現
在
書
目
録
』
仮
名
序
）

　
『
堀
河
百
首
』
以
降
、「
百
首
歌
」
と
い
う
題
詠
形
式
が
広
く
一
般
的
な
も
の

と
な
っ
た
仁
安
年
間
（
一
一
六
六
～
六
八
）
成
立
の
『
和
歌
現
在
書
目
録
』
の
序

は
、「
百
首
歌
」
の
始
ま
り
を
こ
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
。
前
半
の
「
帯
刀
長
」

は
源
重
之
、
そ
し
て
春
の
宮
こ
と
東
宮
は
憲
平
親
王
（
後
の
冷
泉
天
皇
）
で
あ

り
、
重
之
が
東
宮
の
下
命
を
受
け
て
献
上
し
た
「
重
之
百
首
」
を
指
し
、
ま
た

後
半
の
「
乙お
つ
の
じ
じ
ゆ
う

侍
従
」
は
、
女
流
歌
人
相
模
の
若
い
時
期
の
女
房
名
で
あ
り
、
夫

大
江
公
資
に
従
っ
て
相
模
国
在
国
中
に
、
伊
豆
山
走
湯
権
現
に
参
詣
し
、
奉
納

し
た
「
走
湯
百
首
」
を
指
し
て
い
る
。「
重
之
百
首
」
は
応
和
元
年
（
九
六
一
）

～
康
保
四
年
（
九
六
七
）、「
走
湯
百
首
」
は
治
安
三
年
（
一
〇
二
三
）
正
月
～
万

寿
二
年
（
一
〇
二
五
）
春
の
成
立
。
初
期
定
数
歌
各
作
品
の
成
立
年
次
に
つ
い

て
著
し
く
研
究
が
進
ん
だ
現
在
で
は
、「
重
之
百
首
」
は
、
天
徳
四
年
（
九
六
〇
）

の
「
好
忠
百
首
」、
同
年
の
「
源
順
百
首
」
に
次
い
で
成
立
し
た
も
の
で
あ
り
、

ま
た
、
一
方
の
「
走
湯
百
首
」
は
、
女
流
の
定
数
歌
と
し
て
も
重
之
女
・
和
泉

式
部
の
そ
れ
に
遅
れ
、
村
上
朝
末
か
ら
後
一
条
期
ま
で
断
続
的
に
続
い
た
「
初

期
定
数
歌
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
最
後
に
位
置
す
る
も
の
と
見
る
の
が
定
説
と

な
っ
て
い
る⑴
。

　
『
和
歌
現
在
書
目
録
』
の
著
者
は
清
輔
・
顕
昭
た
ち
と
想
定
さ
れ
て
い
る
が
、

六
条
藤
家
と
し
て
様
々
な
家
集
を
蒐
集
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
彼
ら
は
、
詳
細
な

前
後
関
係
は
と
も
か
く
、
重
之
の
そ
れ
よ
り
「
好
忠
百
首
」
が
先
行
す
る
こ
と
、

女
流
の
百
首
歌
と
し
て
は
重
之
女
や
和
泉
の
作
品
の
方
が
相
模
の
「
走
湯
百

首
」
よ
り
早
い
で
あ
ろ
う
程
度
の
こ
と
に
は
思
い
及
ん
で
い
た
は
ず
で
あ
り
、

そ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
著
者
に
と
っ
て
、
あ
る
べ
き
「
百
首
歌
」
の
ル
ー
ツ
と

称
し
得
る
も
の
と
し
て
、
こ
の
二
つ
の
作
品
を
提
示
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
一
つ
に
は
皇
権
の
下
命
に
応
じ
た
応
製
百
首
、
更
に
一
つ
に
は
、
神
仏
へ

の
奉
納
を
目
的
と
し
た
奉
納
百
首
で
あ
る
。
本
稿
で
考
察
す
る
「
走
湯
百
首
」

は
、
女
性
な
ら
で
は
の
不
遇
意
識
―
夫
へ
の
不
満
・
子
宝
に
恵
ま
れ
な
い
あ
せ

り
・
遠
ざ
か
る
華
や
か
な
都
と
宮
廷
生
活
―
を
綴
り
、
権
現
に
利
益
を
祈
念
し

た
点
、
ま
さ
に
奉
納
百
首
の
端
緒
と
呼
ぶ
に
相
応
し
い
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な

く
、
近
年
で
は
特
に
、
そ
れ
が
前
後
に
例
を
見
な
い
特
殊
な
形
態
で
あ
る
点
に

注
目
が
集
ま
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
初
度
の
奉
納
百
首
に
、
権
現
の
返
歌
百
首

が
届
き
、
そ
の
権
現
返
歌
百
首
に
相
模
が
再
度
の
奉
納
百
首
を
送
る
と
い
う
、

 
相
模
集
所
載
「
走
湯
権
現
奉
納
百
首
」
試
論

―
誰
が
「
権
現
返
歌
百
首
」
を
詠
じ
た
か

―

近　
　

藤　
　

み
ゆ
き
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総
計
三
百
首
に
の
ぼ
る
権
現
と
の
「
百
首
歌
」
贈
答
と
い
う
壮
大
か
つ
稀
有
な

作
品
群
で
あ
る
こ
と
へ
の
注
目
で
あ
る
。
特
に
近
年
、
疑
問
が
呈
さ
れ
、
か
つ

結
論
が
出
た
と
言
い
切
れ
な
い
の
が
、
権
現
返
歌
百
首
の
詠
み
手
に
つ
い
て
で

あ
る
。
権
現
詠
を
そ
れ
と
し
て
疑
い
を
持
た
な
か
っ
た
時
代
に
は
問
題
と
は
な

ら
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
現
在
の
研
究
者
で
権
現
の
返
歌
と
す
る
説

は
も
ち
ろ
ん
無
い
の
で
あ
っ
て
、
犬
養
廉
の
、
権
現
返
歌
百
首
は
夫
の
公
資
が

権
現
に
成
り
代
わ
り
詠
じ
た
と
す
る
説⑵
、
森
本
真
奈
美
の
、
権
現
返
歌
百
首
も

相
模
の
詠
作
で
、
そ
れ
は
自
作
自
演
の
三
百
首
で
あ
る
と
す
る
説⑶
の
二
説
が
あ

り
、
現
時
点
で
は
犬
養
説
を
支
持
す
る
も
の
が
多
く
、
注
釈
や
主
題
の
考
察
も

そ
の
前
提
で
な
さ
れ
て
い
る⑷
。

　

し
か
し
、
権
現
返
歌
百
首
の
作
者
と
想
定
さ
れ
る
人
物
は
、
夫
の
公
資
か
相

模
自
身
か
の
二
つ
に
一
つ
し
か
無
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
稿
者
に
は
い
ず
れ
に

立
っ
た
と
し
て
も
、
疑
問
点
が
残
る
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
稿
者
が
従
来

行
っ
て
き
たN

-gram

分
析
の
手
法⑸
を
用
い
て
作
品
間
の
表
現
を
比
較
対
照
し
、

権
現
返
歌
百
首
の
用
語
を
徹
底
調
査
す
る
こ
と
な
ど
も
援
用
し
、
そ
の
作
者
と

し
て
第
三
の
人
物
を
想
定
し
得
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
示
し
た
い
。
そ
の
こ

と
を
通
じ
て
、
こ
の
作
品
群
に
つ
い
て
の
理
解
を
新
た
に
し
て
み
た
い
と
思
う
。

な
お
以
下
、
記
述
を
簡
略
に
す
る
た
め
に
、
初
度
の
奉
納
百
首
を
「
初
度
百
首
」、

権
現
の
返
歌
百
首
を
「
権
現
返
歌
百
首
」、
相
模
が
再
度
奉
納
し
た
百
首
を
「
再

度
百
首
」
と
称
し
、
論
を
進
め
る
こ
と
と
す
る
。

二　

�「
初
度
百
首
」
成
立
の
背
景�

　
　

―
奉
納
の
幣
に
和
歌
を
書
き
付
け
る
と
い
う
こ
と

　

相
模
が
伊
豆
山
権
現
に
参
詣
を
し
、
初
度
の
百
首
歌
を
奉
納
し
た
の
は
、
治

安
三
年
（
一
〇
二
三
）
正
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
間
の
事
情
を
自
撰
本
の

流
布
本
相
模
集
で
は
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る⑹
。

つ
ね
よ
り
も
思
ふ
事
あ
る
折
、
心
に
も
あ
ら
で
東
路
へ
下
り
し
に
、
か
か

る
つ
い
で
に
ゆ
か
し
き
所
、
見
む
と
て
、
三
と
せ
と
い
ふ
年
の
正
月
、
走

湯
に
詣
で
て
、
何
ご
と
も
え
申
し
尽
く
す
ま
じ
う
お
ぼ
え
し
か
ば
、
道
に

宿
り
て
、
雨
つ
れ
づ
れ
な
り
し
折
、
心
の
う
ち
に
思
ふ
こ
と
を
、
や
が
て

手
向
け
の
幣
を
小
さ
き
冊さ
う
し子
に
作
り
て
書
き
付
け
し
。
百
な
が
ら
み
な
古

め
か
し
け
れ
ど
も
、
や
が
て
さ
し
は
へ
て
け
し
き
ば
か
り
か
す
む
べ
き
な

ら
ね
ば
、
ま
こ
と
に
さ
か
し
う
心
づ
き
な
き
事
多
か
れ
ど
、
に
は
か
な
り

し
か
ば
、
社や
し
ろの
下
に
埋う
づ

ま
せ
て
き
。･････

　
「
乙
侍
従
」
の
召
し
名
で
三
条
天
皇
皇
太
后
妍
子
の
も
と
に
女
房
と
し
て
仕

え
て
い
た
キ
ャ
リ
ア
を
退
き
、
夫
・
大
江
公
資
の
相
模
守
任
官
に
と
も
な
い
、

受
領
の
妻
と
し
て
同
地
に
下
向
し
て
か
ら
三
年
、
霊
験
あ
ら
た
か
な
こ
と
で
知

ら
れ
る
伊
豆
山
走
湯
権
現
へ
の
参
詣
を
思
い
立
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
下
向

以
前
か
ら
人
知
れ
ず
心
に
抱
え
込
ん
で
い
た
悩
み
と
、
意
に
反
す
る
東
国
で
の

生
活
を
送
っ
て
の
、
そ
の
時
点
で
の
相
模
の
心
情
が
、
走
湯
権
現
へ
の
祈
念
と

相
俟
っ
て
赤
裸
々
に
吐
露
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
以
前
の
定
数
歌
と
異
な
り
、
恋

部
に
代
え
て
「
幸
ひ
」「
命
を
申
す
」「
子
を
願
ふ
」「
憂
へ
を
述
ぶ
」「
思
ひ
」「
心

の
う
ち
を
あ
ら
は
す
」「
夢
」
と
い
う
題
を
設
け
た
工
夫
は
、
い
か
に
も
社
頭

祈
念
に
相
応
し
い
。

　

こ
の
よ
う
に
、
神
社
参
詣
の
折
に
、「
願
」
を
和
歌
に
あ
ら
わ
し
奉
納
す
る

こ
と
で
そ
の
利
益
を
祈
願
す
る
行
為
自
体
は
、
す
で
に
以
前
か
ら
あ
っ
た
。
し

か
も
そ
の
「
願
」
を
あ
ら
わ
し
た
和
歌
を
奉
納
す
る
「
幣
」
に
書
き
付
け
る
こ

と
も
一
般
に
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
具
体
的
に
、
女
性
の
参
詣
で
そ
の

様
子
が
詳
細
に
記
述
さ
れ
て
い
る
の
は
、『
蜻
蛉
日
記
』
上
巻
・
康
保
三
年
九

月
の
、
稲
荷
詣
、
賀
茂
詣
の
件
で
あ
る⑺
。



― ―71

九
月
に
な
り
て
、
世
の
中
を
か
し
か
ら
む
、
も
の
へ
詣
で
せ
ば
や
、
か
う

も
の
は
か
な
き
身
の
上
も
申
さ
む
、
な
ど
さ
だ
め
て
、
い
と
忍
び
、
あ
る

と
こ
ろ
に
も
の
し
た
り
。
ひＡ
と
は
さ
み
の
御
幣
に
、
か
う
書
き
つ
け
た
り

け
り
。
ま
づ
、
下
の
御
社
に
、

い
ち
し
る
き
山
口
な
ら
ば
こ
こ
な
が
ら
か
み
の
け
し
き
を
見
せ
よ
と

ぞ
思
ふ

中
の
に稲

荷
山
お
ほ
く
の
年
ぞ
越
え
に
け
る
祈
る
し
る
し
の
杉
を
頼
み
て

果
て
の
に
、

か
み
が
み
と
上
り
下
り
は
わ
ぶ
れ
ど
も
ま
だ
さ
か
ゆ
か
ぬ
こ
こ
ち
こ

そ
す
れ

　

ま
た
お
な
じ
つ
ご
も
り
に
、
あ
る
と
こ
ろ
に
お
な
じ
や
う
に
て
詣
で
け

り
。
ふＢ
た
は
さ
み
づ
つ
、

下
の
にか

み
や
せ
く
し
も
に
や
水み
く
づ屑
つ
も
る
ら
む
思
ふ
心
の
ゆ
か
ぬ
み
た
ら

し

…
…
…
（
以
下
略
）
…
…
…

　

夫
の
不
実
に
心
満
た
さ
れ
な
い
時
期
の
道
綱
母
の
寺
社
参
詣
で
あ
る
が
、
前

半
の
稲
荷
詣
で
は
Ａ
の
よ
う
に
「
ひ
と
は
さ
み
の
御
幣
に
」、
後
半
の
賀
茂
詣

で
は
Ｂ
の
よ
う
に
「
ふ
た
は
さ
み
づ
つ
」
に
し
て
、
何
首
か
の
和
歌
を
書
き
付

け
て
い
る
。「
か
う
も
の
は
か
な
き
身
の
上
も
（
神稿者
注に
）
申
し
上
げ
よ
う
」
と

い
う
動
機
、
そ
し
て
そ
れ
を
晴
ら
す
べ
く
、
神
へ
の
現
世
利
益
の
祈
念
を
幣
に

書
き
付
け
奉
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
、「
走
湯
百
首
」
の
背
景
に
あ
っ
た
、
女
流

の
寺
社
参
詣
詠
の
様
式
を
う
か
が
わ
せ
よ
う
。
表
現
に
お
い
て
も
一
首
目
の

「
い
ち
し
る
し
」、
二
首
目
の
「
さ
か
ゆ
く
」
な
ど
は
「
庭
火
た
く
神
楽
の
庭
の

い
ち
し
る
く
わ
が
榊
葉
の
さ
し
は
や
さ
な
む
」（
再
度
百
首
・
四
七
七
）、「
深

山
路
の
音
に
聞
き
つ
る
さ
か
ゆ
け
ば
願
ひ
満
ち
ぬ
る
心
地
こ
そ
す
れ
」（
初
度

百
首
・
三
一
七
）
と
、「
走
湯
百
首
」、
そ
れ
も
「
権
現
返
歌
百
首
」
で
は
な
い

歌
群
に
あ
り
、
特
に
後
者
は
、
参
詣
の
山
道
の
厳
し
い
「
坂
行
く
」
に
「
栄
ゆ
」

を
掛
け
る
と
い
う
修
辞
法
も
共
通
し
て
い
る
。
奉
納
詠
の
定
型
表
現
と
も
言
え

よ
う
か
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、
相
模
に
は
、
歌
人
と
し
て
の
自
負
が
高
け
れ
ば
高
い
ほ
ど
、

寺
社
参
詣
歌
に
も
趣
向
を
凝
ら
す
意
欲
が
高
か
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

そ
れ
が
、「
幣
」
を
小
さ
な
冊
子
仕
立
て
に
し
て
、
百
首
歌
を
書
き
付
け
納
め

る
と
い
う
か
つ
て
無
い
着
想
を
生
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
相
模
は
、「
走
湯
百
首
」

以
前
に
も
、
定
数
歌
創
作
の
経
験
が
あ
る⑻
。
経
験
が
あ
り
、
か
つ
好
忠
以
来
の

「
初
期
定
数
歌
」
が
本
来
的
に
兼
ね
備
え
る
沈
倫
の
身
の
上
を
嘆
き
、
陳
情
す

る
と
い
う
意
味
を
良
く
承
知
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
奉
納
百
首
と
い
う
領
域
に
初

め
て
踏
み
出
す
こ
と
が
出
来
た
訳
で
あ
る
。
そ
の
点
、
寺
社
奉
納
詠
の
文
学
史

の
中
で
、
こ
の
行
為
は
一
つ
評
価
さ
れ
る
べ
き
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
だ
け
に
、

「
雨
宿
り
中
の
思
い
つ
き
の
行
為
」
と
い
う
言
葉
を
鵜
呑
み
に
し
て
よ
い
の
か

ど
う
か
。
院
政
期
以
降
と
異
な
り
、
こ
の
時
代
、
百
に
の
ぼ
る
歌
を
詠
ず
る
の

は
決
し
て
容
易
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
重
之
で
さ
え
、
東
宮
か
ら
は
三
十
日

の
日
数
を
与
え
ら
れ
て
い
る
（『
重
之
集
』
重
之
百
首
詞
書
）。
こ
の
時
の
相
模

も
、
伊
豆
山
参
詣
出
立
時
に
は
、
あ
ら
あ
ら
の
心
づ
も
り
が
あ
っ
た
と
考
え
る

方
が
自
然
で
は
あ
る
ま
い
か
。
奉
納
和
歌
を
記
し
た
小
型
の
冊
子
は
、『
相
模

集
全
釈
』
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
経
筒
に
入
れ
社
頭
に
埋
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ

う
。
社
頭
に
埋
め
た
「
願
」
を
他
者
が
掘
り
起
こ
す
こ
と
は
ま
ず
あ
り
得
な
い
。

後
年
、
自
身
の
家
集
編
纂
の
折
に
「
走
湯
百
首
」
を
入
れ
た
相
模
は
、
当
然
「
初

度
百
首
」
の
手
控
え
を
持
っ
て
い
た
訳
で
、
こ
れ
を
見
て
返
歌
出
来
る
状
況
と
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し
て
は
三
つ
の
場
合
が
考
え
ら
れ
る
。
第
一
に
は
自
作
自
演
、
第
二
に
は
隠
し

持
っ
て
い
た
手
控
え
を
誰
か
が
見
つ
け
た
場
合
、
そ
し
て
第
三
に
は
、
相
模
自

身
が
「
初
度
百
首
」
の
複
本
を
特
定
の
誰
か
に
送
っ
た
場
合
で
あ
る
。
第
一
・

第
二
で
あ
る
こ
と
が
こ
れ
ま
で
の
説
の
前
提
に
な
っ
て
い
る
が
、
積
極
的
に
自

作
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
女
房
歌
人
相
模
の
あ
り
方
を
考
え
る
と
第
三
の
可
能
性
も

否
定
出
来
な
い
。
そ
の
こ
と
を
念
頭
に
置
き
、「
権
現
返
歌
百
首
」
の
詠
作
者

を
更
に
慎
重
に
考
え
て
み
よ
う
。

三　
「
権
現
返
歌
百
首
」
作
者
の
定
説
へ
の
疑
問

　

初
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、「
権
現
返
歌
百
首
」
に
つ
い
て
は
、
夫
・
公
資
の

行
為
と
す
る
説
、
自
作
自
演
説
の
二
説
が
あ
る
。
自
作
自
演
説
は
す
で
に
犬
養

廉
が
批
判
し
た
よ
う
に
、「
確
か
に
「
相
模
集
」
に
は
日
記
的
性
格
が
濃
い
。

し
か
し
こ
の
百
首
の
こ
う
し
た
虚
構
は
何
の
た
め
に
、
い
か
に
し
つ
ら
え
ら
れ

た
も
の
な
の
か
。
…
…
（
中
略
）
…
…
作
者
の
意
図
が
、
い
さ
さ
か
判
然
と
し

な
い
。」
と
す
る
同
じ
疑
問
を
抱
か
ず
に
お
れ
な
い
。
更
に
言
う
な
ら
ば
、
こ

の
「
権
現
返
歌
百
首
」
と
そ
れ
へ
の
「
再
度
百
首
」
に
よ
っ
て
、
霊
験
が
得
ら

れ
た
の
で
あ
れ
ば
ま
だ
し
も
、「
権
現
返
歌
百
首
」
が
届
い
た
年
、
国
司
の
公

邸
が
火
事
と
な
る
と
い
う
逆
の
結
果
を
招
い
て
し
ま
っ
た
。

…
…
ま
た
こ
れ
よ
り
、
た
だ
な
ら
む
や
は
と
て
、
さ
て
、
そ
の
年
、
館
の

焼
け
に
し
か
ば
、
か
か
る
こ
と
の
冊
子
し
て
、
必
ず
か
か
る
事
な
む
あ
る
、

穢
ら
わ
し
き
ほ
ど
に
お
の
づ
か
ら
と
、
人
の
言
ひ
し
か
ば
、
あ
や
し
く
、

本
意
な
く
て
…
…　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（「
再
度
百
首
」
詞
書
）

　

不
幸
の
種
と
な
り
、
批
判
を
浴
び
た
所
行
を
自
作
自
演
し
、
家
集
に
書
き
と

ど
め
る
で
あ
ろ
う
か
。

　

同
時
に
、
こ
の
一
文
は
、「
権
現
返
歌
百
首
」
が
夫
・
公
資
の
詠
作
か
ど
う

か
も
疑
わ
せ
る
も
の
で
も
あ
る
。「
あ
の
よ
う
な
詠
歌
奉
納
な
ど
を
す
る
と
、

必
ず
こ
の
よ
う
な
難
事
が
起
き
る
の
だ
。
不
浄
で
厭
わ
し
い
く
ら
い
、
め
っ
た

に
起
き
な
い
こ
と
が
起
き
て
し
ま
っ
て
」
と
、
手
厳
し
い
非
難
を
し
た
「
人
」

と
は
、
他
な
ら
ぬ
公
資
そ
の
人
な
の
で
あ
る
。『
相
模
集
全
釈
』
は
、
こ
れ
を

「
公
資
が
多
少
の
皮
肉
を
こ
め
て
こ
の
よ
う
に
言
っ
た
も
の
か
。」
と
す
る
が
、

こ
の
一
文
を
先
入
観
抜
き
で
読
む
な
ら
ば
、
多
少
ど
こ
ろ
で
は
な
い
、
あ
て
こ

す
り
の
非
難
で
あ
る
。
公
資
自
身
も
返
歌
百
首
を
詠
じ
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、

こ
こ
ま
で
冷
淡
な
言
葉
を
放
つ
で
あ
ろ
う
か
。

　

関
連
し
て
想
起
さ
れ
る
の
が
、『
相
模
集
』
に
記
さ
れ
て
い
る
、
妻
・
相
模

の
文
学
好
き
に
公
資
が
業
を
煮
や
し
た
時
の
一
文
で
あ
る
。

は
か
な
き
事
に
む
つ
か
り
し
人
、
あ
や
に
く
に
、
物
語
、
歌
な
ど
、

あ
り
け
る
限
り
あ
さ
り
出
で
て
、
み
な
焼
き
て
し
を
、
せ
む
方
な
く

て
嘆
く
頃
、
近
く
て
聞
く
人
の
い
か
に
ぞ
と
言
ひ
た
り
し
か
ば

あ
き
果
て
て
あ
と
の
け
ぶ
り
は
見
え
ね
ど
も
思
ひ
さ
ま
さ
む
方
の
な
き
か

な
（
相
模
集
・
一
九
〇
）

　

些
細
な
事
が
気
に
入
ら
ず
気
分
を
害
し
て
、
相
模
の
所
持
し
て
い
た
物
語
や

和
歌
を
す
べ
て
焼
い
て
し
ま
っ
た
「
人
」
は
、
夫
で
あ
る
公
資
の
他
に
考
え
難

い
。
結
婚
当
初
、
大
外
記
を
希
望
し
て
い
た
公
資
の
拝
任
が
決
ま
り
か
け
た
時
、

議
定
に
お
い
て
、
小
野
宮
実
資
が
「
而
シ
テ
小
野
ノ
宮
ノ
右
大
臣
ノ
云
ク
、
相

模
ヲ
懐
抱
シ
テ
秀
歌
ヲ
案
ズ
ル
之
間
、
公
事
闕
如
歟
ト
云
々
。」
と
発
言
し
、

座
の
諸
卿
た
ち
の
大
笑
い
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
大
外
記
拝
任
が
沙
汰
止
み
と

な
っ
た
―
『
袋
草
紙
』
雑
談
に
載
る
あ
ま
り
に
も
著
名
な
逸
話
で
、
公
資
と
言

え
ば
、
相
模
の
た
め
に
和
歌
に
も
精
進
す
る
理
解
あ
る
愛
妻
家
の
印
象
が
あ
ま

り
に
も
強
く
持
た
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
、
妻
の
歌
才
や
文
学
好
き
は
、
次

第
に
公
資
を
苛
立
た
せ
、
諍
い
の
原
因
と
も
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
館
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の
火
事
の
原
因
を
、
あ
た
か
も
走
湯
権
現
と
の
贈
答
百
首
に
あ
る
よ
う
に
当
て

つ
け
る
発
言
は
、
相
模
の
和
歌
・
物
語
を
焼
き
捨
て
て
し
ま
う
衝
動
と
表
裏
を

な
す
雰
囲
気
を
漂
わ
せ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
権
現
返
歌
百
首
」
が
公
資
作
で
な

い
か
ら
こ
そ
の
発
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

加
え
て
も
う
一
点
、
公
資
に
百
首
歌
が
詠
め
た
か
と
い
う
疑
問
が
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
歌
人
と
し
て
の
公
資
の
力
量
へ
の
疑
問
で
あ
る
。
公
資
は
能
因
の
知

友
で
あ
り
大
江
嘉
言
と
は
血
縁
関
係
に
あ
る
な
ど
、
和
歌
に
関
心
の
高
い
人
物

で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
だ
が
、
家
集
は
伝
わ
ら
ず
、
ま
た
当
時
の
私
家
集
、
勅

撰
集
（
後
拾
遺
・
金
葉
・
千
載
）、
私
撰
集
（
玄
々
集
）
な
ど
か
ら
集
成
出
来

る
和
歌
は
、
重
複
を
省
く
と
僅
か
十
二
首
に
過
ぎ
な
い
。

　

そ
の
内
容
は
、
た
と
え
ば
朋
友
、
能
因
が
『
玄
々
集
』
に
撰
し
た

事
あ
り
て
、
あ
ふ
み
ぢ
に
こ
も
り
侍
り
け
る
こ
ろ

こ
と
し
げ
き
世
の
中
よ
り
は
あ
し
引
の
山
の
う
へ
こ
そ
月
は
澄
み
け
れ 

（
玄
々
集
・
一
一
九
）

　

の
よ
う
に
特
殊
な
事
情
下
で
詠
ま
れ
た
も
の
や
、

相
摸
守
に
て
上
り
侍
り
け
る
に
、
老お
い
そ曾
の
杜も
り

の
も
と
に
て
ほ
と
と
ぎ

す
を
聞
き
て
よ
め
る　

東
路
の
思
ひ
出
で
に
せ
ん
ほ
と
と
ぎ
す
老
曾
の
杜
の
夜
半
の
一
声
（
後
拾

遺
集
・
夏
・
一
九
五
）

鈴
虫
の
声
を
聞
き
て
よ
め
る　

と
や
か
へ
り
わ
が
手
な
ら
し
し
は
し
た
か
の
く
る
と
聞
こ
ゆ
る
鈴
虫
の
声

（
同
・
秋
上
・
二
六
七
）

五さ
つ
き
や
み

月
闇
あ
ま
つ
星
だ
に
出
で
ぬ
夜
は
と
も
し
の
み
こ
そ
山
に
見
え
け
れ

（
賀
陽
院
水
閣
歌
合
・「
照
射
」
題
・
勝
歌
）

　

の
よ
う
に
、
新
奇
な
歌
枕
や
歌
こ
と
ば
を
眼
目
と
し
て
直
裁
に
詠
み
下
し
た

も
の
が
多
く
、
複
雑
な
縁
語
掛
詞
で
構
成
し
た
歌
は
ほ
と
ん
ど
無
い
。
そ
れ
に

対
し
て
、「
権
現
返
歌
百
首
」
の
詠
歌
は
、

埋
み
火
も
君
に
も
あ
ら
ぬ
あ
ま
ぶ
ね
も
冬
は
う
き
よ
に
こ
が
れ
て
ぞ
行
く

（
三
七
四
）

＊「
埋
み
火
」
と
「
焦
が
る
」「
夜
」、「
舟
」「
浮
き
」「
漕
が
る
」
は
縁
語
、

「
浮
き
」
と
「
憂
き
」、「
焦
が
る
」
と
「
漕
が
る
」、「（
う
き
）
世
」」

と
「
夜
」
は
掛
詞
。

と
、
縁
語
・
掛
詞
を
駆
使
し
て
複
雑
な
文
体
を
形
成
し
て
い
る
詠
歌
が
か
な
り

多
い
。
同
歌
は
、「
初
度
百
首
」
の
「
埋
み
火
に
あ
ら
ぬ
我
が
身
も
冬
の
夜
に

お
き
な
が
ら
こ
そ
下
に
こ
が
る
れ
」（
二
七
五
）
を
受
け
る
も
の
で
、
主
題
「
埋

み
火
」
の
二
七
五
番
歌
も
縁
語
・
掛
詞
を
多
用
し
て
い
る
が
、
そ
の
歌
の
「
お

き
（「
起
き
」
と
「
熾
」
を
掛
け
る
）
か
ら
、「
沖
」
を
連
想
し
海
に
流
れ
出
る

「
舟
」
へ
発
想
を
転
換
し
、
ま
た
「
下
」
に
対
し
「
浮
き
」
を
対
応
さ
せ
る
と

い
う
よ
う
に
、
も
と
歌
を
踏
ま
え
た
上
で
の
難
易
度
の
高
い
レ
ト
リ
ッ
ク
が
用

い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
例
は
「
権
現
返
歌
百
首
」
に
多
く
見
え
、
い
か

に
も
歌
を
詠
み
慣
れ
た
者
の
詠
作
の
感
が
あ
る
。
公
資
の
持
ち
味
と
は
か
な
り

趣
を
異
に
し
た
詠
歌
が
多
い
と
言
え
よ
う
。

　

前
述
の
よ
う
に
、
こ
の
時
代
、
百
首
と
い
う
数
を
詠
み
こ
な
す
こ
と
は
、
世

に
知
ら
れ
た
歌
人
で
も
至
難
の
技
で
あ
っ
た
。「
初
度
百
首
」
を
土
台
に
し
た

返
歌
百
首
と
は
い
え
、
公
資
に
、
レ
ト
リ
ッ
ク
を
駆
使
し
、
か
つ
「
権
現
」
と

い
う
仮
面
を
か
ぶ
り
百
首
を
詠
み
お
お
せ
る
だ
け
の
力
量
が
あ
っ
た
か
は
、
や

は
り
極
め
て
疑
わ
し
い
。
で
は
、
歌
人
・
相
模
の
奉
納
百
首
に
、「
権
現
」
を

演
じ
、
返
歌
百
首
を
詠
じ
る
力
量
の
あ
る
歌
人
と
は
誰
で
あ
ろ
う
か
。「
権
現

返
歌
百
首
」
と
公
資
、
そ
し
て
相
模
と
交
友
あ
る
何
人
か
の
歌
人
の
家
集
と
を

文
字
列
総
比
較
し
た
結
果
、
用
語
法
な
ど
に
お
い
て
、
突
出
し
た
共
通
点
の
あ
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る
人
物
と
し
て
、
藤
原
定
頼
が
浮
か
ん
で
く
る
の
で
あ
る
。

四　
「
権
現
返
歌
百
首
」
に
浮
か
び
上
が
る
定
頼
ら
し
さ

　

さ
て
、
こ
こ
で
は
ま
ず
、「
権
現
返
歌
百
首
」
と
「
定
頼
集
」（『
四
条
中
納

言
定
頼
集⑼
』）
をN

-gram

分
析
の
手
法
で
文
字
列
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
権
現
返
歌
百
首
」
と
定
頼
の
詠
歌
の
近
さ
―
よ
り
明
確
に
言
え
ば
、「
権
現
返

歌
百
首
」
の
詠
作
者
は
定
頼
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
せ
る
具
体
例
を
あ
げ
て
み

よ
う
。N

-gram

を
用
い
た
文
字
列
総
比
較
で
は
「
あ
き
か
ぜ
」
の
よ
う
な
ご

く
短
い
文
字
列
か
ら
「
お
も
ひ
こ
そ
や
れ
」
の
よ
う
に
七
文
字
を
越
え
る
よ
う

な
長
文
字
列
ま
で
を
す
べ
て
捉
え
る
事
が
出
来
る
が
、
や
は
り
特
に
歌
人
の
個

性
を
反
映
し
や
す
い
の
は
長
文
字
列
一
致
で
あ
ろ
う
。「
権
現
返
歌
百
首
」
と

「
定
頼
集
」
の
共
通
文
字
列
の
う
ち
、
他
に
は
用
例
が
ほ
と
ん
ど
無
く
、
か
つ

単
語
よ
り
、「
言
い
回
し
」
に
近
い
長
い
文
字
数
の
一
致
す
る
歌
を
具
体
的
に

あ
げ
て
み
よ
う
。

※
以
下
、
家
集
に
つ
い
て
は
歌
人
名
、
勅
撰
集
等
に
つ
い
て
は
書
名
を

歌
頭
に
提
示
し
、
歌
番
号
を
末
尾
の
（
）
に
記
し
た
。
ま
た
語
の
あ

と
に
《
》
で
付
し
た
数
字
は
、
文
字
数
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

（
１
）
い
そ
が
る
る
か
な
《
７
文
字
一
致
》

重
之
： 

白
河
の
関
よ
り
う
ち
は
の
ど
け
く
て
今
は
こ
が
た
の
い
そ
が
る

る
か
な
（
二
〇
九
）

定
頼
：
住
吉
の
な
が
ゐ
の
浦
も
忘
す
ら
れ
て
都
へ
と
の
み
い
そ
が
る
る
か

な
（
三
六
二
〈
四
〇
〉）

権
現
返
歌
：
よ
き
事
に
あ
ら
ぬ
事
を
ば
夢
ば
か
り
見
せ
じ
と
の
み
も
い
そ

が
る
る
か
な
（
四
一
五
）

再
度
百
首
：
埋
も
れ
木
の
中
に
は
春
も
知
ら
れ
ね
ば
花
の
都
へ
い
そ
が
る

る
か
な
（
四
二
七
）

＊
他
、『
源
氏
物
語
』『
成
尋
阿
闍
梨
母
集
』
に
各
一
首
。

（
２
）
い
や
ま
さ
り
な
る
《
７
文
字
一
致
》

後
撰
：
河
と
の
み
渡
る
を
見
る
に
な
ぐ
さ
ま
で
苦
し
き
事
ぞ
い
や
ま
さ
り

な
る
（
九
九
二
）

拾
遺
集
：
わ
が
恋
は
な
ほ
あ
ひ
見
て
も
な
ぐ
さ
ま
ず
い
や
ま
さ
り
な
る
心

地
の
み
し
て
（
七
一
三
）

定
頼
：
物
思
ひ
の
い
や
ま
さ
り
な
る
花
盛
り
い
か
な
る
人
の
こ
こ
ろ
行
く

ら
ん
（
五
）

権
現
返
歌
：
い
と
う
れ
し
よ
に
い
と
は
れ
し
今
よ
り
は
い
や
ま
さ
り
な
る

身
と
を
知
ら
せ
む
（
四
〇
〇
）

＊
他
、
資
隆
・
俊
成
の
家
集
に
各
一
首
。

（
３
）
お
も
ふ
こ
と
な
き
み
《
８
文
字
一
致
》

長
能
：
つ
ね
よ
り
は
思
ふ
事
な
き
身
に
し
あ
れ
ば
七
日
ふ
る
と
も
な
に
か

と
ぞ
思
ふ
（
一
一
二
）

坊
城
歌
合
：
思
ふ
事
な
き
身
な
が
ら
も
秋
と
い
へ
ば
お
ほ
か
た
に
こ
そ
あ

は
れ
な
り
け
れ
（
二
一
）

定
頼
：
思
ふ
事
な
き
身
と
も
が
な
冬
の
夜
の
月
の
光
を
さ
や
か
に
も
見
ん

（
一
九
〇
）

権
現
返
歌
：
や
そ
し
ま
の
松
の
ち
と
せ
を
か
ぞ
へ
つ
つ
思
ふ
事
な
き
身
と

は
し
ら
ず
や
（
四
〇
五
）

上
東
門
院
菊
合
〈
長
元
五
年
〉：
菊
の
花
う
つ
ろ
ふ
色
を
見
て
の
み
ぞ
思

ふ
事
な
き
身
と
は
な
り
ぬ
る
（
一
六
・
弁
乳
母
）

＊
他
、「
別
雷
社
歌
合
」「
千
載
集
」
に
各
一
首
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（
４
）
お
も
ふ
こ
と
な
る
と
《
８
文
字
一
致
》

村
上
天
皇
：
思
ふ
事
な
る
と
い
ふ
な
る
鈴
鹿
山
こ
え
て
う
れ
し
き
さ
か
ひ

と
ぞ
聞
く
（
一
一
六
、
拾
遺
抄
・
拾
遺
集
に
入
集
）

義
孝
：
思
ふ
事
な
る
と
か
聞
き
し
か
ひ
も
な
く
な
ど
う
ち
と
け
ぬ
夜
半
の

白
波
（
二
四
）

定
頼
：
山
寺
の
あ
か
つ
き
方
の
鐘
の
音
を
わ
が
思
ふ
事
な
る
と
き
か
ば
や

（
定
：
一
八
三
）

権
現
返
歌
：
思
ふ
事
な
る
と
の
浦
に
拾
ひ
つ
つ
か
ひ
あ
り
け
り
と
知
ら
せ

て
し
か
な
（
三
八
〇
）

＊
他
、
藤
原
頼
実
の
家
集
、『
更
級
日
記
』
に
各
一
例
、『
狭
衣
物

語
』
に
二
例

（
５
）
か
げ
を
な
ら
べ
て
み
る
《
９
文
字
一
致
》

定
頼
：
ま
す
鏡
と
げ
ど
涙
に
曇
る
ら
ん
影
を
な
ら
べ
て
み
る
は
う
れ
し
や

（
四
〇
三
）

権
現
返
歌
：
年
を
経
て
影
を
な
ら
べ
て
み
る
人
と
老
い
せ
ぬ
も
の
は
菊
の

白
露
（
三
六
一
）

＊
他
、『
高
陽
院
七
番
合
』（
信
濃
）
一
首
。

（
６
）
こ
ち
く
の
こ
ゑ
《
６
文
字
一
致
》

蜻
蛉
日
記
：
雲
居
よ
り
こ
ち
く
の
声
を
聞
く
な
へ
に
さ
し
く
む
ば
か
り
見

ゆ
る
月
影
（
中
巻
・
道
綱
母
）

高
遠
：
今
や
と
て
月
み
る
顔
に
待
つ
我
を
こ
こ
に
こ
ち
く
の
声
ぞ
う
れ
し

き
（
九
一
、
媓
子
中
宮
の
女
房
「
む
ま
こ
そ
」
の
詠
歌
）

公
任
：
月
影
に
こ
ち
く
の
声
ぞ
聞
ゆ
な
る
ふ
り
に
し
妹
は
待
ち
や
か
ぬ
ら

ん
（
五
一
一
）

定
頼
：
思
ひ
き
や
こ
ち
く
の
声
も
は
る
か
に
て
風
の
便
り
に
聞
か
ん
も
の

と
は
（
一
七
三
）

権
現
返
歌
：
呉
竹
の
こ
ち
く
の
声
を
聞
き
し
よ
り
よ
に
な
が
ら
へ
む
ふ
し

は
添
え
て
き
（
三
八
五
）

再
度
百
首
：
呉
竹
に
う
れ
し
き
ふ
し
を
そ
へ
た
ら
ば
ま
た
も
こ
ち
く
の
声

を
聞
か
せ
む
（
四
九
〇
）

＊
他
、『
古
今
六
帖
』
二
首
、『
大
和
物
語
』（
一
二
一
段
）
一
首
、

「
永
久
百
首
」
一
首
。

（
７
）
し
る
し
ば
か
り
は
《
７
文
字
一
致
》

定
頼
：
か
く
れ
た
る
し
る
し
ば
か
り
は
あ
ひ
見
て
き
寝ぬ

る
ま
で
こ
と
は
た

が
へ
は
て
な
む
（
三
〇
七
）

権
現
返
歌
：
箱
根
山
あ
け
く
れ
い
そ
ぎ
来
し
道
の
し
る
し
ば
か
り
は
あ
り

と
知
ら
せ
む
（
四
一
七
）

＊
他
、『
四
条
宮
下
野
集
』、「
為
忠
初
度
百
首
」
に
各
一
首

（
８
）
た
ひ
ら
か
に
《
５
文
字
一
致
》

古
今
六
帖
：
ふ
る
さ
と
を
わ
か
れ
て
さ
け
る
菊
の
花
た
ひ
ら
か
に
こ
そ
に

ほ
ふ
べ
ら
な
れ
（
三
七
三
四
）

定
頼
：
吉
野
山
さ
か
し
き
峰
を
た
ひ
ら
か
に
行
き
か
へ
る
べ
き
祈
り
を
ぞ

す
る
（
二
九
四
）

権
現
返
歌
：
た
ひ
ら
か
に
あ
ら
ま
く
ほ
し
き
も
の
な
ら
ば
都
の
か
た
を
な

が
む
ば
か
り
ぞ
（
三
八
七
）

再
度
百
首
：
た
ひ
ら
か
に
お
く
ら
れ
た
ら
ば
都
よ
り
神
の
心
を
思
ひ
お
こ

せ
む
（
四
九
二
）

＊
他
、『
散
木
奇
歌
集
』
に
一
首
。

（
９
）
と
し
を
へ
て
わ
が
《
７
文
字
一
致
》

伊
勢
物
語
：
梓
弓
ま
弓
槻
弓
年
を
経
て
わ
が
せ
し
が
ご
と
う
る
は
し
み
せ
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よ
（
二
四
段
）

拾
遺
抄
：
年
を
経
て
わ
が
よ
り
か
く
る
言
の
葉
を
君
が
千
代
ま
で
か
へ
じ

と
ぞ
思
ふ
（
五
九
六
、
抄
異
本
歌
、
集
に
無
し
））

公
任
：
た
づ
ね
来
る
人
も
あ
ら
ね
ば
年
を
経
て
わ
が
ふ
る
さ
と
の
鈴
虫
の

声
（
一
〇
〇
）

定
頼
：
立
ち
返
り
た
れ
な
ら
す
ら
ん
年
を
経
て
わ
が
く
り
返
し
行
き
し
ふ

る
道
（
三
七
四
）

権
現
返
歌
：
い
た
づ
ら
に
過
す
月
日
は
年
を
経
て
わ
が
身
に
つ
も
る
も
の

と
し
ら
な
む
（
三
七
九
）

＊
他
、『
後
拾
遺
集
』『
久
安
百
首
』
に
各
一
首
。

（
10
）
み
や
こ
の
か
た
を
な
が
む
《
１
０
文
字
一
致
》

定
頼
：
思
ひ
か
ね
都
の
か
た
を
な
が
む
れ
ば
さ
び
し
き
月
ぞ
水
に
う
つ
れ

る
（
八
六
）

権
現
返
歌
：
た
ひ
ら
か
に
あ
ら
ま
く
ほ
し
き
も
の
な
ら
ば
都
の
か
た
を
な

が
む
ば
か
り
ぞ
（
三
八
七
）

＊
他
、
用
例
無
し
。

　

も
と
よ
り
、
こ
れ
ら
十
例
の
こ
と
ば
・
言
い
回
し
は
す
べ
て
「
初
度
百
首
」

に
は
無
い
。
権
現
詠
を
「
再
度
百
首
」
が
受
け
て
同
じ
こ
と
ば
・
言
い
回
し
を

用
い
て
い
る
の
は
（
１
）・（
６
）・（
８
）
の
三
例
に
と
ど
ま
る
。

　
「
権
現
返
歌
百
首
」
の
詠
歌
年
次
は
治
安
四
年
（
一
〇
二
四
）
一
月
～
四
月

十
五
日
。
ま
た
『
定
頼
集
』
の
所
収
歌
は
、
寛
弘
期
に
は
じ
ま
り
、
長
元
期

（
一
〇
二
八
～
）・
長
暦
・
長
久
（
一
〇
四
〇
～
一
〇
四
三
）
ま
で
の
詠
歌
が
順
不
同

に
集
成
さ
れ
て
い
る
の
で⑽
「
権
現
返
歌
百
首
」
で
の
用
例
と
の
前
後
関
係
は
厳

密
に
は
不
明
だ
が
、
用
例
の
掲
出
で
は
「
定
頼
」
を
先
に
あ
げ
た
。（
１
）
～

（
10
）
は
い
ず
れ
も
定
頼
と
「
権
現
返
歌
百
首
」
以
前
の
用
例
が
１
～
３
例
ほ

ど
に
と
ど
ま
り
、
か
つ
、
後
続
の
用
例
も
ご
く
少
な
い
。
当
時
か
ら
後
代
に
か

け
て
の
流
行
語
と
い
う
よ
り
、
ご
く
個
人
の
詠
み
方
の
反
映
を
思
わ
せ
る
も
の

で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
他
の
歌
人
の
用
例
が
数
少
な
い
中
で
、
定
頼
父
の
公
任

の
用
語
と
重
な
る
も
の
が
二
例
（
６
）・（
９
）
あ
る
点
も
留
意
さ
れ
る
所
で
あ

る
。

　

し
か
し
何
と
言
っ
て
も
注
目
す
べ
き
は
、（
５
）・（
７
）・（
10
）
―
「
か
げ

を
な
ら
べ
て
み
る
」「
し
る
し
ば
か
り
は
」「
み
や
こ
の
か
た
を
な
が
む
」
と
い

う
、
大
変
長
い
文
字
列
で
、
定
頼
と
権
現
返
歌
百
首
に
し
か
認
め
ら
れ
な
い
用

例
が
あ
る
点
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
公
資
歌
と
「
権
現
返
歌
百
首
」
に
つ
い
て

も
同
じ
文
字
列
総
比
較
を
行
っ
て
い
る
。
公
資
は
前
述
の
よ
う
に
歌
数
が
あ
ま

り
に
少
な
い
の
で
、
こ
う
し
た
比
較
の
判
断
の
根
拠
と
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、

判
断
材
料
の
一
つ
と
し
て
結
果
を
指
摘
し
て
お
く
な
ら
ば
、
こ
う
し
た
長
文
字

列
一
致
は
一
首
も
無
い
。
ま
た
、
仮
に
相
模
が
「
初
度
百
首
」
の
草
稿
を
起
こ

し
和
歌
に
熟
達
し
た
都
の
誰
か
に
送
っ
た
と
し
て
、
た
と
え
ば
「
能
因
集
」
と

の
比
較
の
結
果
を
述
べ
る
な
ら
ば
、
10
文
字
に
及
ぶ
よ
う
な
長
文
字
列
一
致
は

無
く
、
長
い
も
の
で
も
、「
お
も
ひ
そ
め
て
き
」「
わ
が
や
ど
の
」「
お
ひ
た
る

み
れ
ば
」「
つ
き
の
ひ
か
り
」「
と
し
ら
な
む
」「
な
か
り
せ
ば
」
な
ど
、
平
安

和
歌
全
体
を
通
じ
て
用
例
の
多
い
単
純
な
言
い
回
し
か
、「
は
な
の
み
や
こ
」

の
よ
う
に
能
因
の
前
後
の
時
代
に
急
速
に
用
例
の
増
え
る
流
行
表
現
の
よ
う
な

歌
こ
と
ば
し
か
求
め
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
や
は
り
上
記
の
、
定
頼

と
「
権
現
返
歌
百
首
」
間
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
長
文
字
列
一
致
は
、
特
異
な

も
の
で
あ
り
、
偶
然
の
一
致
と
は
み
な
し
難
い
と
言
え
よ
う
。

　

そ
し
て
、
用
例
の
内
容
を
検
討
す
る
と
、
更
に
一
歩
踏
み
込
ん
だ
事
柄
が
浮

か
び
上
が
っ
て
く
る
フ
レ
ー
ズ
が
あ
る
。（
５
）
の
「
か
げ
を
な
ら
べ
て
み
る
」

で
あ
る
。
同
歌
は
、『
四
条
中
納
言
定
頼
集
』
で
は
、
次
の
よ
う
な
贈
答
歌
と
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な
っ
て
い
る
。

遠
き
所
の
、
名
あ
り
け
る
人
の
、
形
見
と
て
、
も
の
こ
ひ
た
り
け
る
、

や

※

る
と
て

君
が
影
み
え
も
や
す
る
と
ま
す
鏡
と
げ
ど
涙
に
な
ほ
く
も
り
つ
つ（

四
〇
二
）

※
定
家
本
で
は
「
や
り
た
ま
ひ
け
る
に
」

と
い
ひ
た
り
し
人
の
、
な
ほ
、
同
じ
心
な
る
を
み
た
ま
（
う
）
て

真
寸
鏡
と
げ
ど
涙
に
く
も
る
ら
ん
影
を
な
ら
べ
て
み
る
は
う
れ
し
や

（
四
〇
三
）

　

遠
方
に
あ
っ
て
逢
え
な
い
せ
め
て
も
の
形
見
を
求
め
る
人
物
に
「
真
寸
鏡
」

を
贈
る
。
当
然
そ
の
相
手
と
は
浅
か
ら
ぬ
関
係
に
あ
っ
た
女
性
で
あ
ろ
う
。

四
〇
二
番
歌
詞
書
「
や
る
と
て
」
は
定
家
本
で
は
「
や
り
た
ま
ひ
け
る
に
」
と

な
っ
て
お
り
、
森
本
元
子
が
指
摘
す
る
よ
う
に⑾
、
こ
の
贈
答
は
、
定
頼
が
形
見

に
真
寸
鏡
を
送
り
、
そ
れ
に
対
し
て
女
が
四
〇
二
番
で
、「
い
た
だ
い
た
鏡
に

あ
な
た
の
姿
が
映
る
か
と
、
懸
命
に
磨
ぐ
け
れ
ど
、
私
の
涙
で
曇
る
ば
か
り
」

と
い
う
歌
を
返
し
て
き
た
の
で
、
定
頼
は
「
差
し
上
げ
た
真
寸
鏡
が
磨
い
で
も

涙
に
く
も
る
よ
う
で
す
が
、
そ
の
鏡
に
私
と
あ
な
た
の
面
影
を
並
べ
て
見
る
の

は
嬉
し
い
で
し
い
こ
と
で
し
ょ
う
」
と
返
し
た
…
…
、
そ
の
よ
う
な
や
り
取
り

で
あ
る
。
定
頼
は
、
相
手
の
女
性
が
自
分
と
「
同
じ
心
」
で
あ
る
こ
と
を
嬉
し

く
思
っ
て
い
る
。
そ
し
て
「
影
を
な
ら
べ
て
み
る
」
と
い
う
表
現
は
、
同
歌
の

要
と
な
る
発
想
な
の
で
あ
る
。「
影
を
な
ら
べ
て
み
る
」
と
は
、
言
わ
ば
そ
の

女
性
と
の
密
か
な
符
牒
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
言
葉
が
「
権
現
返
歌
百

首
」
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
贈
答
相
手
が
「
遠
方
に
い

る
女
性⑿
」
と
な
る
と
、
そ
の
人
こ
そ
、
実
は
相
模
で
あ
る
可
能
性
が
限
り
な
く

高
く
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

定
頼
は
長
和
三
年
（
一
〇
一
四
）
十
月
か
ら
、
中
宮
権
亮
と
な
り
、
当
時
三

条
天
皇
の
中
宮
で
あ
っ
た
妍
子
に
仕
え
て
い
る
。
相
模
が
妍
子
家
の
女
房
で

あ
っ
た
こ
と
は
前
述
し
た
通
り
だ
が
、
特
に
寛
仁
元
年
（
一
〇
一
七
）
六
月
か

ら
八
月
に
か
け
て
妍
子
は
定
頼
の
舅
、
源
済
政
の
邸
に
移
り
住
ん
で
お
り
、
定

頼
は
い
っ
そ
う
妍
子
の
側
近
く
仕
え
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
稿
者
は
公
資

と
相
模
の
結
婚
を
長
和
三
・
四
年
（
一
〇
一
四
・
一
〇
一
五
）
年
頃
に
想
定
し
て
い

る
が⒀
、
妍
子
家
女
房
と
し
て
の
相
模
が
、
宮
権
亮
・
定
頼
と
全
く
交
流
が
無

か
っ
た
と
す
る
の
も
、
ま
た
む
し
ろ
不
自
然
で
あ
ろ
う
。
定
頼
は
多
く
の
女
性

と
浮
き
名
を
流
し
て
お
り
、
両
者
が
こ
の
段
階
で
ど
の
程
度
の
関
係
だ
っ
た
の

か
は
判
断
が
難
し
い
が
、
女
房
と
貴
公
子
官
人
に
あ
り
が
ち
な
関
係
が
無
か
っ

た
訳
で
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
特
に
歌
壇
の
大
御
所
公
任
の
嫡
男
の
定
頼
は
、

歌
人
・
相
模
に
と
っ
て
和
歌
や
文
事
を
介
し
た
交
流
に
も
っ
と
も
手
応
え
を
感

じ
る
、
憧
憬
す
る
存
在
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

　

地
方
色
豊
か
な
伊
豆
山
走
湯
権
現
へ
の
参
詣
奉
納
詠
、
そ
れ
も
「
百
首
歌
」

と
い
う
凝
っ
た
趣
向
の
詠
草
を
、
帰
る
べ
き
場
所
と
し
て
望
ん
で
止
ま
な
い
都

へ
と
贈
る
。
そ
れ
は
、
そ
の
内
容
を
理
解
し
評
価
出
来
る
、
贈
る
に
足
る
相
手

で
あ
っ
て
こ
そ
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
。
当
時
の
相
模
に
と
っ
て
、
宮
廷
文
化

の
象
徴
の
よ
う
な
定
頼
は
、
そ
の
対
象
と
し
て
誰
よ
り
相
応
し
い
人
物
だ
っ
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
好
忠
の
初
め
て
の
「
百
首
歌
」
も
、
地
方
に
住
む
好

忠
が
身
を
憂
う
思
い
を
、
都
に
あ
る
友
人
・
源
順
に
贈
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

地
方
か
ら
都
へ
、
沈
倫
の
身
上
を
嘆
き
送
る
。
そ
れ
も
ま
た
初
期
定
数
歌
の
一

つ
の
作
法
な
の
で
も
あ
り
、
相
模
は
そ
の
手
順
を
正
し
く
知
っ
て
踏
ま
え
て
い

る
と
も
言
え
よ
う
。

　

以
上
、
文
字
列
分
析
に
よ
る
比
較
を
踏
ま
え
た
結
果
か
ら
、「
権
現
返
歌
百

首
」
の
詠
み
手
と
し
て
、
本
稿
で
は
藤
原
定
頼
説
を
提
起
す
る
こ
と
と
す
る
。
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五　

女
流
歌
人
に
と
っ
て
書
き
記
す
に
足
る
も
の

　

当
初
、
相
模
が
定
頼
に
「
初
度
百
首
」
を
贈
っ
た
時
、
返
歌
ま
で
は
期
待
し

て
い
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。「
初
度
百
首
」
で
は
、「
思
ふ
事
ひ
ら
く
る

方
を
頼
む
に
は
伊
豆
の
み
山
の
花
を
こ
そ
見
め
」（
二
二
四
番
）「
東
屋
の
軒
の

垂
氷
を
見
渡
せ
ば
た
だ
白
銀
を
葺
け
る
な
り
け
り
」（
二
七
七
番
）
の
よ
う
に
、

都
人
に
と
っ
て
は
珍
し
い
で
あ
ろ
う
、
伊
豆
山
参
詣
な
ら
で
は
の
詠
や
鄙
の
風

情
を
詠
じ
た
も
の
、
あ
る
い
は
、
犬
養
廉
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
年
多
く
返

し
き
ぬ
れ
ど
荒
れ
ぬ
る
は
わ
が
中
山
の
古
田
な
り
け
り
」（
二
二
八
番
）、「
若

草
を
込
め
て
し
め
た
る
春
の
野
に
我
よ
り
ほ
か
の
す
み
れ
つ
ま
す
な
」

（
二
三
〇
番
）
の
よ
う
な
、
夫
の
不
実
を
嘆
く
歌
も
多
い
。
し
か
し
、「
心
の
う

ち
を
あ
ら
は
す
」
題
の
五
首
で
は

し
の
ぶ
れ
ど
心
の
う
ち
に
動
か
れ
て
な
ほ
言
の
葉
に
あ
ら
は
れ
ぬ
べ
し

（
三
〇
五
）

手
に
取
ら
む
と
思
ふ
心
は
な
け
れ
ど
も
ほ
の
見
し
月
の
影
ぞ
こ
ひ
し
き

（
三
〇
六
）

み
つ
も
星
あ
ま
つ
星
を
も
や
ど
し
つ
つ
の
ど
け
か
ら
せ
よ
谷
川
の
底

（
三
〇
七
）

賤し
づ

の
男を

に
な
び
き
な
が
ら
も
身
に
ぞ
し
む
く
ら
ゐ
の
山
の
峰
の
松
風

（
三
〇
八
）

あ
は
れ
び
の
広
き
誓
ひ
を
ま
ね
く
ま
で
言
は
ぬ
事
な
く
知
ら
せ
つ
る
か
な

（
三
〇
九
）

と
、
忍
び
慕
う
人
（
三
〇
五
）、
遠
い
存
在
と
知
っ
て
い
て
も
恋
し
い
「
ほ
の

見
し
影
」（
三
〇
六
）、
天
空
に
輝
く
星
（
三
〇
七
）、
身
に
し
む
「
位
の
山
の

松
風
」（
三
〇
八
）
と
次
々
と
比
喩
を
変
化
さ
せ
な
が
ら
、
貴
人
・
定
頼
へ
の

止
め
難
い
思
い
を
「
言
は
ぬ
事
な
く
知
ら
せ
つ
る
か
な
」
と
詠
じ
て
い
る
の
で

あ
る
。
権
現
へ
の
奉
納
詠
を
装
っ
て
こ
そ
、
こ
れ
ほ
ど
大
胆
に
定
頼
へ
の
思
い

を
「
あ
ら
は
す
」
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
夫
の
公
資
を
「
賤

の
男
」
と
言
い
切
っ
て
も
い
る
。
豊
か
な
富
や
子
宝
に
恵
ま
れ
る
こ
と
を
願
い
、

氏
の
繁
栄
を
祈
念
す
る
歌
々
と
、
大
胆
な
秘
密
の
思
い
の
告
白
。
こ
の
「
初
度

百
首
」
を
、
東
国
か
ら
の
発
信
と
し
て
都
の
定
頼
に
贈
る
こ
と
は
、
相
模
に

と
っ
て
高
度
な
遊
戯
、
知
的
挑
戦
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
歌

人
・
定
頼
は
そ
の
挑
戦
を
や
り
過
ご
し
は
し
な
か
っ
た
。「
権
現
」
の
立
場
で

返
歌
百
首
を
創
作
し
た
訳
で
あ
る
。
相
模
の
走
湯
参
詣
は
正
月
の
事
で
あ
っ
た

の
で
、
一
月
末
頃
に
は
、
そ
れ
は
意
匠
を
凝
ら
し
て
都
に
届
い
た
で
あ
ろ
う
か
。

受
け
取
っ
た
定
頼
の
心
境
は
、
好
忠
か
ら
百
首
歌
を
受
け
取
っ
た
源
順
の
「
こ

の
ご
ろ
を
か
し
き
こ
と
あ
む
な
り
。
与
謝
の
海
の
天
橋
立
わ
た
り
よ
り
、
中
絶

え
て
ほ
ど
経
に
け
る
と
い
ひ
お
こ
し
、
知
る
も
知
ら
ぬ
も
、
耳
に
も
目
に
も
、

を
か
し
き
と
聞
か
せ
、
お
も
し
ろ
し
と
見
せ
て
、
心
の
う
ち
に
思
ひ
け
る
言
の

葉
を
あ
ら
は
し
…
…
」（
順
百
首
序
文
）
の
所
感
と
ま
さ
に
重
な
る
と
こ
ろ
が

あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

　

定
頼
の
力
量
を
以
て
す
れ
ば
、
一
・
二
ヶ
月
で
、
そ
の
百
首
全
体
の
意
図
を

読
み
解
き
、「
権
現
」
と
い
う
一
定
の
視
点
か
ら
、
一
首
一
首
に
返
し
を
付
け

る
こ
と
は
容
易
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
一
月
の
権
現
参
詣
か
ら
か
ら
三
ヶ
月

後
、
伊
豆
山
神
社
の
大
祭
が
催
行
さ
れ
る
四
月
十
五
日
に
あ
わ
せ
、
お
そ
ら
く

伊
豆
山
の
僧
侶
に
言
い
含
め
、
こ
と
さ
ら
め
い
た
形
で
返
歌
百
首
を
届
け
た
の

で
あ
る
。
こ
の
打
て
ば
響
く
手
応
え
こ
そ
が
、
相
模
の
求
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。

先
に
見
た
国
司
の
公
邸
が
焼
亡
し
た
際
の
、
公
資
の
冷
淡
な
皮
肉
も
、
こ
の
贈

答
の
真
の
相
手
を
そ
れ
と
知
っ
て
い
た
か
ら
こ
そ
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う

か
。
相
模
の
和
歌
や
風
雅
へ
の
傾
倒
は
、
宮
中
へ
の
思
い
や
強
烈
な
上
昇
志
向
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と
背
中
合
わ
せ
の
も
の
と
し
て
あ
る
。
相
模
国
で
の
国
守
の
妻
と
し
て
の
生
活

が
三
年
に
及
ん
で
な
お
、
創
造
的
和
歌
へ
の
意
欲
の
衰
え
な
い
妻
―
そ
れ
は
、

む
し
ろ
夫
の
苛
立
ち
を
駆
り
立
て
る
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　

中
流
階
級
の
女
流
に
と
っ
て
、
書
き
記
す
に
足
る
も
の
と
は
な
に
か
。
後
藤

祥
子
先
生
は
、『
更
級
日
記
』
論
の
中
で
そ
の
意
識
を
、
伊
勢
大
輔
・
赤
染
衛

門
・
大
弐
三
位
ら
を
実
例
に
と
り
上
げ
な
が
ら
、
女
房
た
ち
の
実
生
活
上
の
夫

と
宮
中
で
の
貴
公
子
と
の
束
の
間
の
恋
の
あ
り
方
、
そ
し
て
夫
と
の
現
実
よ
り
、

身
分
高
き
男
性
と
の
そ
う
し
た
束
の
間
の
恋
を
こ
そ
「
語
る
に
足
る
生
き
た

証
」
と
し
て
家
集
に
書
き
記
し
た
彼
女
た
ち
の
心
高
さ
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
た⒁
。

相
模
の
「
走
湯
百
首
」
三
首
贈
答
に
も
、
そ
の
心
性
を
見
る
べ
き
で
あ
る
と
思

う
の
で
あ
る
。

　
「
走
湯
百
首
」
の
三
種
贈
答
が
、
自
作
自
演
で
も
、
夫
・
公
資
と
の
営
為
で

も
な
く
、
都
に
あ
る
定
頼
を
相
手
と
し
た
も
の
だ
と
す
る
と
、
こ
の
三
種
の
百

首
歌
各
々
の
詠
歌
の
意
味
や
、
贈
―
答
―
贈
と
展
開
す
る
掛
け
合
い
の
解
釈
も
、

大
幅
に
違
う
意
味
や
色
合
い
を
持
つ
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
は
ま
ず
、

第
一
歩
と
し
て
藤
原
定
頼
説
を
提
示
し
た
。
批
正
を
受
け
た
上
で
、
そ
う
し
た

視
点
か
ら
の
個
々
の
解
釈
を
進
め
た
い
と
考
え
る
。

注
⑴　

初
期
百
首
の
成
立
は
、「
好
忠
百
首
」
天
徳
四
年
（
九
六
〇
）、「
順
百
首
」
天
徳

四
年
（
九
六
〇
）
頃
、「
重
之
百
首
」
応
和
元
年
（
九
六
一
）
～
康
保
四
年
（
九
六
七
）、

好
忠
「
三
百
六
十
首
歌
」
安
和
元
年
（
九
六
八
）
～
天
禄
三
年
（
九
七
二
）、「
恵
慶

百
首
」
天
元
期
頃
（
九
七
八
～
九
八
二
）。
な
お
「
恵
慶
百
首
」
の
成
立
時
期
の
推

定
に
つ
い
て
は
、
近
藤
み
ゆ
き
「『
恵
慶
百
首
』
試
論
―N

-gram

分
析
に
よ
っ
て
見

た
「
返
し
」
の
特
徴
と
、
成
立
時
期
の
推
定
―
」（
久
保
木
哲
夫
編
『
古
筆
と
和
歌
』

〈
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
八
・
一
〉）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

⑵　

犬
養
廉
『
平
安
和
歌
と
日
記
』（
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
四
）、
初
出
は
「
相
模
に
関

す
る
考
察
―
い
わ
ゆ
る
走
湯
百
首
を
巡
っ
て
」（『
論
叢
王
朝
文
学
』
笠
間
書
院
、

一
九
七
八
）、「
走
湯
百
首
論
―
権
現
詠
の
作
者
を
め
ぐ
っ
て
―
」『
古
典
和
歌
論
叢
』

明
治
書
院
、
一
九
八
八
）。

⑶　

森
本
真
奈
美
「
相
模
百
首
に
つ
い
て
」（『
相
模
国
文
』
8
号
、
一
九
八
一
・
三
）。

⑷　

武
内
は
る
恵
・
林
マ
リ
ヤ
・
吉
田
ミ
ス
ズ
共
著
『
相
模
集
全
釈
』（
風
間
書
房
、

一
九
九
一
）。

⑸　

近
藤
み
ゆ
き
「
ｎ
グ
ラ
ム
統
計
処
理
を
用
い
た
文
字
列
分
析
に
よ
る
日
本
古
典
文

学
の
研
究
『
古
今
和
歌
集
』
の
「
こ
と
ば
」
の
型
と
性
差
」（
千
葉
大
学
『
人
文
研
究
』

29
巻
・
二
〇
〇
〇
）
な
ど
。
ま
た
、
最
近
の
も
の
と
し
て
は
、
注
⑴
近
藤
論
文
。

⑹　

以
下
、
和
歌
の
詞
書
・
本
文
・
歌
番
号
は
、『
新
編 

国
歌
大
観
』
に
よ
り
、
適
宜

清
濁
を
付
し
、
ま
た
踊
り
字
を
改
め
た
。

⑺　
『
蜻
蛉
日
記
』
の
本
文
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
土
佐
日
記 

蜻
蛉
日
記
』

（
小
学
館
、
一
九
九
五
、『
蜻
蛉
日
記
』
は
木
村
正
中
、
伊
牟
田
経
久
校
注
・
訳
）
に

よ
る
。

⑻　

流
布
本
相
模
集
五
二
五
～
五
九
二
番
の
、「
こ
れ
は
ま
こ
と
に
い
は
け
な
か
り
し

う
ゐ
（
稿
者
校
訂
い
）
事
に
書
き
付
け
て
人
に
見
せ
む
こ
そ
あ
さ
ま
し
け
れ
」
の
識

語
を
有
す
る
六
十
五
首
の
歌
群
で
、
通
称
「
初
事
歌
群
」。
同
歌
群
の
表
現
に
は
、

先
行
す
る
初
期
定
数
歌
と
の
重
な
り
が
多
く
、
相
模
初
期
に
お
け
る
定
数
歌
の
習
作

と
想
定
さ
れ
る
。（
近
藤
み
ゆ
き
『
古
代
後
期
和
歌
文
学
の
研
究
』〈
風
間
書
房
、

二
〇
〇
五
〉
第
三
章
第
三
節
の
一
）。

⑼　

定
頼
の
家
集
は
、
二
種
あ
っ
て
、
そ
の
成
立
・
内
容
・
歌
数
が
大
き
く
異
な
っ
て

い
る
。
こ
こ
で
は
、
歌
数
が
四
四
一
首
と
よ
り
多
く
の
和
歌
を
収
め
る
二
類
本
・
明

王
院
旧
蔵
本
系
統
の
前
田
家
本
を
主
と
し
、
同
本
に
収
載
さ
れ
て
い
な
い
一
類
本
の

独
自
歌
六
五
首
を
補
う
形
で
比
較
を
行
っ
た
。
定
頼
集
を
め
ぐ
る
諸
問
題
に
つ
い
て

は
、
森
本
元
子
『
私
家
集
の
研
究
』（
明
治
書
院
、
一
九
六
六
）。

⑽　

森
本
元
子
注
⑼
著
書
な
ら
び
に
同
『
定
頼
集
全
釈
』（
風
間
書
房
、
一
九
八
九
）
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解
説
。

⑾　

森
本
元
子
『
定
頼
集
全
釈
』、
当
該
歌
解
説
。

⑿　

一
類
本
で
は
「
と
ほ
き
ほ
ど
な
る
人
の
も
と
よ
り
か
が
み
と
ぐ
も
の
こ
ひ
た
ま
ひ

け
る
、
や
り
た
ま
ひ
け
る
に
」
と
あ
る
。
二
類
本
の
「
名
の
あ
る
」
は
、
定
頼
の
残

し
た
草
稿
を
編
集
す
る
際
。
相
模
が
既
に
晴
儀
歌
合
で
活
躍
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、

付
さ
れ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

⒀　

近
藤
み
ゆ
き
注
⑻
著
書
、
第
三
章
第
一
節
の
一
。

⒁　

後
藤
祥
子
「
平
安
女
歌
人
の
結
婚
観
―
私
家
集
を
切
り
口
に
―
」（
論
集
平
安
文

学
第
三
号
『
平
安
文
学
の
視
覚
―
女
性
―
』
勉
誠
社
、
一
九
九
五
）。

謝
辞

　

後
藤
先
生
に
、
平
安
中
期
の
和
歌
研
究
の
奥
深
さ
と
お
も
し
ろ
さ
を
一
か
ら

お
教
え
い
た
だ
い
た
の
は
、
学
部
三
年
時
の
授
業
に
お
い
て
で
あ
る
。
特
に
、

相
模
に
関
心
を
持
ち
、
研
究
者
と
し
て
の
第
一
歩
を
踏
み
出
し
て
か
ら
、
今
日

に
至
る
ま
で
、私
が
研
究
を
続
け
て
行
く
上
で
の
羅
針
盤
は
、後
藤
先
生
が
次
々

と
ご
発
表
に
な
ら
れ
る
多
彩
な
ご
論
文
の
数
々
で
あ
っ
た
。
先
生
の
ご
指
導
の

も
と
で
出
発
し
た
相
模
に
関
す
る
研
究
の
中
で
も
、
な
か
な
か
私
見
を
示
す
こ

と
の
出
来
な
か
っ
た
課
題
に
つ
い
て
、
三
十
年
か
け
て
得
た
一
つ
の
考
察
を
、

ご
学
恩
へ
の
感
謝
の
思
い
と
と
も
に
、
先
生
に
捧
げ
ま
す
。


