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竹
内
整
一
先
生 

講
演
会 

演
題
「
さ
ら
し
な
姨
捨
の
月
が

誘
い
ざ
な

う
も
の
―
―
「
わ
が
心
慰
め
か
ね
つ
…
」
の

和
歌
で
読
み
と
く
」 

＠
「
さ
ら
し
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
キ
ッ
ク
オ
フ

集
会 

二
〇
一
四
年
一
一
月
八
日 

 

「
あ
た
ら
し
い
」
と
い
う
こ
と 

竹
内
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

今
日
は
、「
さ
ら
し
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
の
キ

ッ
ク
オ
フ
集
会
と
い
う
こ
と
で
、
新
た
な
文
化

発
信
、
地
域
発
信
を
し
よ
う
と
す
る
会
の
基
調

講
演
に
お
招
き
い
た
だ
き
ま
し
て
、
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
光
栄
に
存
じ
ま
す
。 

 

こ
の
「
あ
ら
た
な
」
と
か
「
あ
た
ら
し
い
」
と

い
う
言
葉
は
、
も
と
も
と
「
あ
ら
た
め
る
」
と

い
う
言
葉
か
ら
出
て
き
た
言
葉
で
し
て
、
ふ
た

つ
の
意
味
が
あ
り
ま
す
。 

ひ
と
つ
は
「
こ
れ
か
ら
あ
た
ら
し
く
す
る
」

と
い
う
こ
と
で
、
も
う
ひ
と
つ
は
、「
こ
れ
ま
で

の
こ
と
、
そ
し
て
今
ど
う
で
あ
る
か
、
と
い
う

こ
と
を
あ
ら
た
め
る
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ

の
ふ
た
つ
を
持
ち
な
が
ら
、「
あ
た
ら
し
さ
」
と

い
う
も
の
が
で
き
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

た
と
え
ば
、
今
自
分
の
持
っ
て
い
る
財
布
の
中

身
を
「
あ
ら
た
め
る
」
と
い
う
言
い
方
、
こ
れ

は
「
自
分
は
今
ど
う
い
う
状
況
で
あ
る
か
と
い

う
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
」
で
す
が
、
そ
の
こ

と
を
通
し
て
何
が
で
き
る
か
、
ど
ん
な
こ
と
が

可
能
な
の
か
。
そ
う
い
う
「
あ
た
ら
し
さ
」
が

出
て
く
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
今

日
、「
さ
ら
し
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
と
い
う
、
あ

ら
た
な
出
発
を
考
え
る
に
、
こ
の
地
の
こ
れ
ま

で
の
あ
り
よ
う
を
「
あ
ら
た
め
」
な
が
ら
、「
こ

れ
か
ら
の
あ
た
ら
し
さ
」
を
考
え
る
こ
と
が
で

き
れ
ば
、
と
思
っ
て
や
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

そ
の
こ
と
を
、
特
に
「
わ
が
心
慰
め
か
ね
つ
更

級
や
姨
捨
山
に
照
る
月
を
見
て
」
と
い
う
歌
を

中
心
に
考
え
、「
あ
ら
た
め
」
て
み
た
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。
ま
た
一
般
的
に
「
心
を
慰
め
る
」

と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
あ
る
い
は
「
慰
霊
」

と
か
鎮
魂
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は

比
較
的
新
し
い
言
葉
で
す
が
、
こ
れ
も
あ
わ
せ

て
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。 

あ
の
ポ
ス
タ
ー(

壁
に
張
ら
れ
た
千
曲
市
の

観
光
ポ
ス
タ
ー
を
指
さ
し
て)

、
「
な
ぜ
か
懐
か

し
い
。
心
の
原
風
景
に
出
会
う
」
っ
て
素
敵
な

コ
ピ
ー
で
す
ね
。
そ
う
い
っ
た
よ
う
な
話
が
で

き
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

 

『
古
今
和
歌
集
』
の
「
わ
が
心
慰
め
か
ね
つ
」

の
歌 
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ま
ず
は
こ
の
「
わ
が
心
慰
め
か
ね
つ
更
級
や

姨
捨
山
に
照
る
月
を
見
て
」
と
い
う
歌
で
す
が
、

こ
れ
は
も
う
今
か
ら
１
１
０
０
年
以
上
前
に
、

平
安
時
代
の
初
期
に
な
り
ま
す
が
、
古
今
和
歌

集
に
収
め
ら
れ
た
よ
み
人
知
ら
ず
（
作
者
不
明
）

の
歌
で
す
。
こ
の
「
慰
め
か
ね
つ
」
と
い
う
の

は
「
な
ぐ
さ
め
か
ね
る
」
、
「
か
ね
る
」
と
い
う

の
は
「
し
か
ね
る
」
と
い
う
こ
と
で
し
て
、「
慰

め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
」
と
い
う
こ
と
で

す
。「
か
ね
つ
」
の
「
つ
」
と
い
う
の
は
、
意
志

を
含
む
完
了
で
し
て
、「
慰
め
よ
う
と
思
っ
て
も
、

ど
う
や
っ
て
も
慰
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
」
と
い
う
こ
と
を
表
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、

こ
の
歌
は
、「
私
は
自
分
の
心
を
慰
め
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
、
更
級
に
あ
る
月
で
有
名
な
姨

捨
山
に
照
る
月
を
見
て
も
」
と
い
う
意
味
の
歌

で
す
。 

当
時
す
で
に
名
月
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
と

い
う
こ
と
で
更
級
の
地
が
あ
っ
た
、
そ
し
て
そ

こ
に
来
た
人
が
、
こ
う
し
た
歌
を
作
っ
た
。
そ

う
し
た
ら
、
後
か
ら
い
ろ
ん
な
人
た
ち
が
こ
れ

を
踏
ま
え
て
次
か
ら
次
へ
と
歌
な
り
あ
る
い
は

物
語
を
作
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
れ

だ
け
、
何
か
特
別
に
響
く
も
の
、
何
か
特
別
に

惹
き
つ
け
る
も
の
が
、
こ
の
歌
に
は
あ
る
の
だ

ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
が
、
こ
の
地
を
ま
さ

に
日
本
有
数
の
歌
枕
の
地
に
押
し
上
げ
て
い
っ

た
わ
け
で
し
て
、
そ
の
へ
ん
の
背
景
に
あ
る
も

の
の
考
え
方
、
感
じ
方
と
い
う
こ
と
を
見
て
い

き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

「
大
和
物
語
」
の
「
わ
が
心
慰
め
か
ね
つ
」
の

歌 

 

こ
の
古
今
集
の
歌
の
５
０
年
く
ら
い
経
っ
た

後
に
、「
大
和
物
語
」
と
い
う
短
編
を
扱
っ
た
物

語
が
で
き
て
い
ま
す
が
、
そ
の
中
で
、
こ
の
歌

を
含
め
て
こ
う
い
う
ふ
う
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。 

信
濃
の
国
の
更
級
と
い
う
と
こ
ろ
に
男
が
住

ん
で
い
た
。
若
い
時
に
親
が
死
ん
だ
の
で
、
お

ば
を
自
分
の
母
親
の
よ
う
に
思
っ
て
若
い
こ
ろ

か
ら
一
緒
に
暮
ら
し
て
い
た
。
し
か
し
結
婚
し

た
妻
が
大
変
情
け
容
赦
の
な
い
女
で
、
こ
の
姑

の
老
い
て
腰
が
曲
が
っ
て
い
る
の
を
憎
み
、
夫

に
こ
の
お
ば
の
心
が
性
悪
で
あ
る
と
言
い
聞
か

せ
て
、
齢
を
取
っ
て
き
た
し
捨
て
て
こ
い
、
と

言
い
続
け
た
。
結
局
、
男
は
妻
の
言
う
こ
と
を

受
け
て
、
こ
の
お
ば
を
捨
て
る
こ
と
を
決
心
す

る
。
月
の
明
る
い
晩
に
「
お
ば
あ
さ
ん
、
い
ら

っ
し
ゃ
い
、
寺
に
尊
い
法
要
が
あ
る
よ
う
で
す
。

お
見
せ
し
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
と
、
お
ば
は
喜

ん
で
背
負
わ
れ
て
、
高
い
山
の
一
人
で
は
下
り

て
来
れ
そ
う
も
な
い
と
こ
ろ
に
置
か
れ
た
。
お

ば
が
「
や
や
」
と
言
っ
て
も
、
答
え
も
し
な
い

で
逃
げ
て
う
ち
に
帰
っ
て
き
た
が
、
大
変
悲
し
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く
思
っ
た
。
こ
の
晩
、
月
が
大
変
明
る
く
出
て

き
た
の
を
眺
め
な
が
ら
、
一
晩
中
眠
る
こ
と
が

で
き
ず
に
悲
し
く
思
っ
て
、「
わ
が
心
慰
め
か
ね

つ
更
級
や
姨
捨
山
に
照
る
月
を
見
て
」
と
詠
ん

だ
。
そ
し
て
次
の
日
に
迎
え
に
行
っ
て
連
れ
て

き
た
。
そ
れ
か
ら
後
、
こ
こ
を
姨
捨
山
と
い
う

よ
う
に
な
っ
た
、
と
。
そ
し
て
、
全
体
の
締
め

と
し
て
、「
な
ぐ
さ
め
が
た
し
と
は
、
こ
れ
が
よ

し
に
な
む
あ
り
け
る
」
、
今
も
心
が
慰
め
ら
れ
な

い
こ
と
に
か
け
て
姨
捨
山
を
持
ち
出
す
の
は
、

こ
の
い
わ
れ
に
よ
る
の
だ
、
と
結
ん
で
い
ま
す
。 

 「
な
ぐ
さ
め
が
た
し
」
と
い
う
歌 

「
な
ぐ
さ
め
が
た
し
と
は
、
こ
れ
が
よ
し
に
な

む
あ
り
け
る
」
と
い
っ
た
も
の
の
い
く
つ
か
を
、

資
料
に
上
げ
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
ほ
ん
の
一

部
で
す
。
簡
単
に
ざ
っ
と
み
て
お
き
ま
す
と
、

た
と
え
ば
、
最
初
の
「
あ
や
し
く
も
慰
め
が
た

き
心
か
な
姨
捨
山
の
月
も
み
な
く
に
」(

小
野
小

町
『
続
古
今
和
歌
集
』)

と
い
う
の
は
、
ど
う
い

う
わ
け
か
心
が
慰
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
姨

捨
山
の
月
を
見
て
い
な
い
の
に
、
と
い
う
歌
で

す
。
あ
る
い
は
２
番
目
の
「
更
級
や
夜
渡
る
月

の
里
人
も
慰
め
か
ね
て
衣
打
つ
な
り
」(

順
徳
院

『
続
古
今
和
歌
集
』)

は
、
夜
、
澄
み
渡
る
月
に

里
人
も
慰
め
か
ね
て
衣
を
う
つ
こ
と
よ
、
と
い

う
歌
で
す
。
あ
る
い
は
５
番
目
は
、『
源
氏
物
語
』

で
、「
姨
捨
山
の
月
澄
み
昇
り
て
、
夜
更

よ

ふ

く
る
ま

ま
に
よ
ろ
づ
思
ひ
み
だ
れ
た
ま
ふ
」
は
、
心
を

慰
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
あ
の
姨
捨
山

の
月
だ
け
が
澄
み
昇
っ
て
く
る
よ
う
に
、
慰
め

が
た
い
心
ば
か
り
が
盛
ん
に
な
っ
て
き
て
い
る
、

と
言
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
「
姨
捨
山
」

を
使
い
な
が
ら
、
そ
れ
を
象
徴
事
例
と
し
て
こ

の
「
心
慰
ま
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
表
現
し
て

い
る
わ
け
で
す
。 

  な
ぜ
「
慰
め
か
ね
つ
」
な
の
か
？ 

最
初
の
「
大
和
物
語
」
で
は
、
捨
て
た
側
、

捨
て
て
し
ま
っ
た
側
の
苦
し
み
・
悲
し
み
を
歌

っ
て
い
た
わ
け
で
す
が
、
そ
の
後
の
今
見
た
歌

に
見
ら
れ
る
の
は
、
捨
て
ら
れ
た
側
、
男
も
女

も
含
め
て
、
自
分
が
、
あ
る
さ
び
し
い
、
わ
び

し
い
状
況
に
あ
る
も
の
を
語
る
象
徴
と
し
て
、

姨
捨
山
の
月
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
捨
て
る
側
、

捨
て
ら
れ
る
側
と
い
う
と
こ
ろ
に
も
大
事
な
問

題
は
あ
る
の
で
す
が
、
こ
こ
で
は
踏
み
こ
み
ま

せ
ん
。
よ
り
問
う
べ
き
大
事
な
問
題
は
、
な
ぜ

「
慰
め
か
ね
つ
」
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

名
勝
の
、
き
れ
い
な
月
を
見
て
、
あ
あ
き
れ
い

だ
な
と
心
「
慰
む
」
と
言
う
べ
き
と
こ
ろ
が
、

「
慰
ま
な
い
」
と
言
っ
て
い
る
の
か
、
の
問
題

で
す
。
む
ろ
ん
、
月
を
見
て
「
慰
む
」
と
い
う
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の
も
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
資
料
の
８
番
目
、

「
雨
雲
の
は
る
る
み
空
の
月
か
げ
に
恨
み
な
ぐ

さ
む
を
ば
す
て
の
山
」(

西
行
『
山
家
集
』)

の
よ

う
に
、
月
を
見
て
恨
み
が
慰
む
、
と
い
う
ふ
う

に
も
歌
っ
て
い
る
。
あ
る
い
は
３
番
目
の
「
い

づ
こ
の
月
は
分
か
じ
を
い
か
な
れ
ば
さ
や
け
か

る
ら
ん
更
級
の
山
」(

隆
源
法
師
『
千
載
集
』)

と
い
う
歌
で
も
、
と
り
わ
け
こ
の
姨
捨
の
山
が

さ
や
け
き
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
見
た
い
、

見
事
な
も
の
だ
ろ
う
と
歌
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ

で
は
、
よ
り
「
慰
む
」
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ

て
い
た
と
い
う
こ
と
は
容
易
に
想
像
さ
れ
ま
す
。

が
、
む
し
ろ
実
際
に
は
「
慰
め
か
ね
つ
」
と
い

う
形
で
歌
っ
て
き
て
い
る
わ
け
で
し
て
、
そ
の

問
題
で
す
。 

  「
な
ぐ
さ
む
」
と
い
う
言
葉
の
意
味 

そ
れ
を
考
え
る
前
に
、
い
っ
た
い
「
な
ぐ
さ

む
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
に
つ
い
て
、
言
葉

の
上
か
ら
確
認
を
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

最
近
の
私
の
仕
事
に
は
、
難
し
い
概
念
で
哲
学

を
考
え
る
の
で
は
な
く
し
て
、
や
さ
し
い
大
和

言
葉
の
基
本
か
ら
考
え
て
み
た
い
と
い
う
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
こ
の
「
慰
む
」
と
い

う
言
葉
で
す
が
、
こ
の
「
な
ぐ
さ
む
」
の
「
ナ

グ
」
と
い
う
の
は
、「
ナ
ギ
」
す
な
わ
ち
風
が
止

ん
で
い
る
凪な

ぎ
状
態
の
こ
と
、
あ
る
い
は
「
ナ

ゴ
ヤ
カ
」
の
「
ナ
ゴ
」
と
同
じ
と
こ
ろ
か
ら
出

た
言
葉
（
『
岩
波
古
語
辞
典
』
）
で
し
て
、
つ
ま

り
波
立
ち
を
静
め
、
お
だ
や
か
に
す
る
と
い
う

ふ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
言
葉
で
す
。
そ
こ
か

ら
、
心
の
波
立
ち
を
静
め
、
気
を
紛
ら
わ
す
と

か
、
静
か
に
な
る
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
使
わ

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
言
葉
で
す
。 

  

「
慰
」
と
い
う
漢
字
の
意
味 

日
本
語
は
、
ひ
ら
が
な
、
カ
タ
カ
ナ
だ
け
で

は
な
く
し
て
、
中
国
語
＝
漢
字
を
取
り
入
れ
て

そ
れ
を
ま
た
日
本
語
に
し
て
い
ま
す
の
で
、
あ

わ
せ
て
漢
字
の
意
味
も
確
認
し
て
お
き
ま
す
と
、

「
慰
」
は
「
心
と
、
お
さ
え
の
ば
す
意
と
音
を

示
す
尉
と
か
ら
成
り
、
心
を
な
だ
め
る
意
味
を

表
し
て
い
る
」(

『
新
字
源
』)

と
字
で
す
。「
心
」

の
上
に
あ
る
「
尉
」
と
い
う
の
は
「
火
の
し(

現

代
の
ア
イ
ロ
ン)

を
か
け
て
し
わ
を
の
ば
す
、
上

か
ら
お
さ
え
て
正
し
く
す
る
と
い
う
意
味
合
い

で
、
そ
こ
か
ら
転
じ
て
警
察
と
か
軍
事
と
か
、

刑
罰
を
つ
か
さ
ど
る
大
尉
と
か
少
尉
と
か
の

「
尉
」
で
す
ね
、
そ
う
い
う
意
味
合
い
を
持
っ

て
、
や
す
ん
ず
る
、
な
ぐ
さ
め
る
と
い
う
訓
が

付
さ
れ
た
と
い
う
経
緯
を
持
っ
た
言
葉
で
す
。

漢
字
の
「
尉
」
の
方
に
顕
著
で
す
が
、
「
慰
む
」

と
い
う
の
は
、
つ
ま
り
は
何
ら
か
の
形
で
お
さ
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え
て
、
あ
る
い
は
お
さ
め
、
そ
し
て
し
ず
め
て

い
く
と
い
う
言
葉
で
す
。 

  「
し
ず
め
る
」
と
い
う
言
葉
の
意
味 

つ
い
で
に
「
心
を
静
め
る
」
と
言
う
時
の
、

し
ず
む
、
し
ず
め
る
、
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て

も
見
て
お
き
ま
す
。
こ
の
「
し
ず
め
る
」「
し
ず

む
」
と
い
う
の
は
、
漢
字
で
見
ま
す
と
、
静
か

の
静
、
あ
る
い
は
何
か
を
鎮
め
る
と
い
う
時
の

字
が
あ
て
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
も
と
も
と

同
じ
言
葉
か
ら
出
た
も
の
で
す
。
辞
書
的
に
は

「
シ
ズ
と
い
う
の
は
シ
ズ
ム(

沈)

と
か
、
あ
る
い

は
シ
ズ
ク(

雫)

も
同
じ
で
、
下
に
沈
ん
で
安
定
し

て
い
る
様
を
表
し
て
い
ま
す
（
『
岩
波
古
語
辞

典
』
）
。
こ
う
い
う
と
こ
ろ
を
見
ま
す
と
、
日
本

語
、
大
和
言
葉
と
い
う
の
は
本
当
に
面
白
い
な

と
思
い
ま
す
。
普
段
我
々
は
全
く
意
識
し
て
い

な
い
の
で
す
が
、
静
か
だ
と
い
う
こ
と
と
、
沈

む
と
い
う
こ
と
は
、
同
じ
言
葉
な
の
だ
と
い
う

こ
と
で
す
が
、
説
明
が
あ
る
と
「
あ
あ
そ
う
い

う
こ
と
な
の
か
」
と
納
得
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。 

話
を
戻
す
と
、「
慰
む
」
と
い
う
の
は
、
心
の

波
立
ち
を
静
め
、
お
だ
や
か
に
す
る
と
い
う
意

味
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
ま
し
た
。
問

題
は
、
先
ほ
ど
の
、
姨
捨
山
の
美
し
い
月
を
見

て
、
な
ぜ
「
慰
む
」
で
は
な
く
し
て
、「
慰
め
か

ね
つ
」
と
受
け
取
ら
れ
て
き
た
か
と
い
う
こ
と

で
す
。
よ
り
美
し
い
月
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
よ

り
「
慰
む
」
と
こ
ろ
の
は
ず
な
の
に
、
む
し
ろ

そ
の
「
慰
め
か
ね
つ
も
の
」
と
し
て
受
け
取
ら

れ
て
き
た
と
い
う
問
題
で
す
。 

先
ほ
ど
の
い
く
つ
か
の
歌
に
も
目
立
つ
よ
う

に
、
月
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
よ
ろ
づ
思
ひ

み
だ
れ
た
ま
ふ
」
と
か
「
い
み
じ
く
も
の
思
わ

す
」
と
か
、
あ
る
い
は
「
尽
き
ず
も
も
の
思
う

こ
ろ
か
な(

尽
き
な
く
次
か
ら
次
へ
と
も
の
思

い
、
思
い
乱
れ
が
立
ち
上
が
っ
て
く
る)

」
な
ど
、

そ
う
し
た
も
の
と
し
て
、
姨
捨
山
の
月
が
歌
枕

と
し
て
特
権
的
に
歌
わ
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と

で
す
。
む
ろ
ん
そ
こ
に
は
、
常
に
意
識
さ
れ
て

い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
が
、

や
は
り
「
姨
捨
」
と
い
う
、
大
和
物
語
で
見
た

よ
う
に
、
捨
て
る
側
で
も
捨
て
ら
れ
る
側
で
も
、

あ
る
種
無
残
な
、
非
倫
理
的
な
物
語
性
、
物
語

が
も
っ
て
い
る
意
味
と
い
う
も
の
が
効
い
て
い

る
よ
う
に
思
い
ま
す
。 

  月
の
光
を
見
る
と
い
う
こ
と 

そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
こ
の
後
ゆ
っ
く
り
申

し
上
げ
る
と
し
て
、
実
は
こ
う
し
た
「
慰
め
る
」

と
「
慰
め
か
ね
つ
」
の
問
題
は
、
こ
の
姨
捨
山

の
月
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
し
て
、
そ
も
そ
も

が
月
と
い
う
も
の
を
見
る
こ
と
、
あ
る
い
は
月
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の
光
を
歌
う
と
い
う
こ
と
一
般
に
お
い
て
も
同

じ
問
題
が
あ
る
の
で
し
て
、
こ
の
点
を
見
て
お

き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

月
の
光
と
い
う
こ
と
で
、
資
料
の
最
初
に
挙
げ

て
お
い
た
の
は
、「
月
み
れ
ば
ち
ぢ
に
も
の
こ
そ

悲
し
け
れ 

わ
が
身
一
つ
の
秋
に
は
あ
ら
ね

ど
」(

大
江
千
里
『
古
今
集
』)
と
い
う
有
名
な
歌

で
す
。
大
意
は
「
月
を
み
る
と
、
あ
れ
こ
れ
と

も
の
ご
と
が
悲
し
く
思
わ
れ
る
。
私
一
人
だ
け

に
訪
れ
た
秋
で
は
な
い
の
だ
け
れ
ど
も
」
と
い

う
歌
で
す
。
こ
こ
で
「
ち
ぢ
に
」
と
い
う
の
は
、

「
さ
ま
ざ
ま
に
」
と
か
「
際
限
な
く
」
と
い
う

意
味
で
し
て
、
悲
し
み
が
そ
う
い
う
形
で
、
慰

め
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
ち
ぢ
に
か
き
立
て
ら

れ
て
く
る
の
だ
と
い
う
歌
で
す
。 

 

２
番
目
以
降
に
挙
げ
て
お
い
た
の
は
西
行
の

歌
で
す
。
西
行
に
と
っ
て
、
月
は
桜
と
と
も
に

も
っ
と
も
大
事
な
歌
の
題
材
で
し
た
。「
影
さ
え

て
ま
こ
と
の
月
の
明
か
き
夜
は 

心
も
空
に
浮

か
れ
て
ぞ
す
む
」(

『
山
家
集
』)

と
い
う
歌
を
挙

げ
て
お
き
ま
し
た
が
、
こ
の
「
影
」
と
い
う
言

葉
は
、
こ
れ
も
日
本
語
の
面
白
い
と
こ
ろ
で
し

て
、
光
に
よ
っ
て
見
え
る
も
の
は
す
べ
て
影
で

す
。
今
我
々
が
使
っ
て
い
る
の
は
光
が
当
た
っ

て
、
そ
の
物
の
影
の
こ
と
だ
け
を
影
と
言
っ
て

い
ま
す
が
、
昔
は
そ
の
光
も
含
め
て
光
に
当
た

る
も
の
を
す
べ
て
影
と
言
っ
て
い
ま
す
。
御
影

と
か
遺
影
と
言
っ
た
時
の
「
影
」
は
、
今
我
々

が
使
っ
て
い
る
「
影
」
で
は
な
く
て
、
そ
の
も

の
の
姿
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ

の
歌
で
も
「
影
」
は
光
と
い
う
意
味
で
、 

「
月

の
光
は
、
そ
れ
自
体
が
澄
ん
で
い
る
も
の
で
あ

り
、
そ
れ
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
ち
ら
の
心

も
澄
ん
で
く
る
」
と
歌
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。 

 

「
す
む
」
と
い
う
言
葉
の
意
味 

こ
の
「
す
む
」
と
い
う
言
葉
に
も
今
申
し
上

げ
て
き
た
よ
う
な
問
題
が
あ
り
ま
す
。
「
す
む
」

と
い
う
言
葉
は
、
も
と
も
と
は
清
い
と
い
う
字

が
あ
て
ら
れ
る
よ
う
な
、
ク
リ
ア
と
か
ク
リ
ー

ン
と
い
う
の
が
基
本
で
し
て
、「
浮
遊
物
が
全
体

と
し
て
沈
ん
で
静
止
し
、
気
体
や
液
体
が
透
明

に
な
る
意
味
」
が
基
本
で
す
（
『
岩
波
古
語
辞

典
』
）
。
そ
こ
か
ら
、
い
ろ
い
ろ
浮
遊
物
が
沈
着
・

静
止
す
る
よ
う
に
問
題
が
片
づ
き
収
ま
る
、「
こ

れ
で
済
ん
だ
」
と
い
う
「
済
む
」
が
派
生
し
て

き
ま
す
。
日
本
人
の
謝
り
方
の
「
す
み
ま
せ
ん
」

と
い
う
の
は
、
こ
れ
が
ま
だ
終
っ
て
な
い
と
い

う
意
味
で
す
ね
。
さ
ら
に
は
そ
の
延
長
に
「
あ

ち
こ
ち
に
動
き
ま
わ
る
も
の
が
一
つ
所
に
落
ち

着
き
定
着
す
る
」
と
い
う
意
味
あ
い
を
持
っ
た

Live

＝
住
ま
う
、
棲
む
と
い
う
意
味
が
出
て
き

て
い
ま
す
。 

余
談
で
す
が
、
こ
う
い
う
語
感
を
も
っ
て
い
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る
日
本
人
に
と
っ
て
、
今
度
の
福
島
原
発
の
問

題
は
き
わ
め
て
深
刻
な
問
題
と
し
て
感
じ
ら
れ

た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。「
澄
ま
な
い
」
が
故

に
、「
済
ま
な
い
」
、
そ
し
て
、「
住
め
な
い
」
の

で
す
ね
。
そ
う
い
う
感
受
性
の
問
題
と
し
て
も

考
え
る
必
要
が
あ
る
わ
け
で
し
て
、
こ
れ
は
単

純
に
「
測
る
」
と
い
う
問
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
う
し
た
こ
と
も
合
わ
せ
て
、
ど
う
考
え
る
か
、

が
問
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
い
ま
す
。 

 

 

「
す
む
」
こ
と
と
む
ら
が
り
起
こ
る
こ
と 

話
を
戻
す
と
、
そ
う
い
う
濁
り
や
曇
り
の
な

い
透
明
さ
、
こ
れ
は
日
本
人
が
ず
っ
と
尊
ん
で

き
た
も
の
で
も
あ
り
ま
す
。
空
や
月
や
川
や
、

あ
る
い
は
音
や
光
が
澄
ん
で
い
る
、
そ
し
て
そ

の
澄
ん
で
い
る
も
の
を
受
け
と
め
な
が
ら
我
々

の
心
も
澄
ん
で
い
く
。
「
川
が
澄
ん
で
い
く
」
、

「
瞳
が
澄
ん
で
い
る
」
と
い
う
ふ
う
に
使
わ
れ

て
き
た
言
葉
で
す
。
こ
う
し
た
、
い
ろ
ん
な
浮

遊
物
が
沈
着
・
静
止
す
る
と
い
う
意
味
で
「
澄

む
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
先
ほ
ど

か
ら
見
て
き
て
い
る
よ
う
な
「
な
ぐ
さ
む
」
と

い
う
「
波
立
ち
を
お
さ
め
、
静
止
す
る
」
と
い

う
言
葉
、
あ
る
い
は
「
し
ず
む
」
と
い
う
よ
う

な
言
葉
と
、
ほ
ぼ
同
義
語
と
考
え
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。 

が
、
実
は
、
こ
の
「
す
む
」
と
い
う
言
葉
に

も
、
同
じ
よ
う
な
事
態
が
指
摘
さ
れ
ま
す
。
３

番
目
の
西
行
の
歌
「
と
も
す
れ
ば
月
す
む
空
に

あ
く
が
る
る 

心
の
は
て
を
知
る
よ
し
も
が

な
」(

西
行
『
山
家
集
』)

で
す
が
、
こ
れ
は
「
静

ま
っ
て
い
く
」
の
で
は
な
い
、「
静
止
す
る
」
の

で
は
な
い
、
む
し
ろ
「
よ
り
あ
こ
が
れ
、
群
が

り
お
こ
っ
て
出
て
行
っ
て
し
ま
う
、
そ
の
心
の

は
て
を
し
る
よ
し
も
な
い
の
だ
」
と
歌
っ
て
い

る
わ
け
で
す
。
４
番
目
の
「
ゆ
く
へ
な
く
月
に

心
の
澄
み
澄
み
て 

は
て
は
い
か
に
か
な
ら
む

と
す
ら
む
」
は
「
月
を
み
て
自
分
の
心
が
澄
み

澄
み
て
、
い
っ
た
い
そ
の
は
て
は
ど
う
な
る
の

だ
、
知
り
よ
う
も
な
い
」
と
歌
っ
て
い
ま
す
。 

こ
う
見
て
き
ま
す
と
、「
な
ぐ
さ
む
」
と
い
う

こ
と
に
お
い
て
も
、「
す
む
」
と
い
う
こ
と
に
お

い
て
も
、
そ
こ
に
は
、
単
に
波
立
ち
が
沈
ん
で

静
止
す
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
い
も
の
が

含
ま
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。「
な
ぐ
さ
む
」
こ
と

と
「
な
ぐ
さ
め
か
ね
る
」
、
あ
る
い
は
「
す
む
」

こ
と
と
「
す
ま
な
い
」
こ
と
、
こ
の
、
微
妙
で

す
が
結
果
と
し
て
は
正
反
対
の
意
味
合
い
を
持

つ
、
そ
う
い
う
パ
ラ
ド
キ
シ
カ
ル
な
問
題
が
あ

る
と
い
う
こ
と
で
す
。
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う

に
、
特
に
「
姨
捨
山
の
月
」
に
は
、
い
っ
そ
う

こ
う
し
た
要
素
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
わ
け

で
す
。
以
上
の
よ
う
な
こ
と
を
念
頭
に
置
き
な

が
ら
、
以
下
、
謡
曲
「
姨
捨
」
の
物
語
を
通
し
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て
具
体
的
に
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。   

  世
阿
弥
「
姨
捨
」
に
つ
い
て 

謡
曲
の
「
姨
捨
」
は
、
今
か
ら
６
０
０
年
ほ

ど
前
、
室
町
時
代
に
姨
捨
伝
説
を
受
け
て
書
か

れ
た
も
の
で
、
世
阿
弥
作
と
さ
れ
て
い
る
も
の

で
す
。
具
体
的
に
、
謡
曲
の
展
開
を
追
い
な
が

ら
見
て
ま
い
り
ま
す
。 

話
は
ま
ず
ワ
キ
、
脇
役
の
都
の
旅
人
が
登
場

す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
り
ま
す
。「
か
よ
う
に
候

も
の
は
、
都
方

み
や
こ
か
た

に
住
ま
ひ

仕
つ
か
ま
つ

る
者
に
て
候
。

わ
れ
い
ま
だ
更
級
の
月
を
見
ず
候
ふ

間
あ
い
だ

、
こ
の

秋
思
ひ
立
ち
姨
捨
山
へ
と
急
ぎ
候
」
と
、
自
分

は
京
都
か
ら
わ
ざ
わ
ざ
姨
捨
の
月
を
見
よ
う
と

や
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
自
己
紹
介
さ
れ
ま

す
。
ち
ょ
っ
と
話
を
は
さ
ん
で
お
き
ま
す
と
、

お
そ
ら
く
、
こ
の
旅
人
だ
け
で
な
く
し
て
、
ど

れ
だ
け
の
人
々
が
こ
の
更
級
・
姨
捨
の
月
を
見

よ
う
と
こ
う
し
て
や
っ
て
来
た
の
か
、
一
例
を

あ
げ
て
お
け
ば
、
た
と
え
ば
、
こ
の
世
阿
弥
の

３
０
０
年
後
の
俳
人
の
芭
蕉
も
「
さ
ら
し
な
の

里
、
お
ば
す
て
山
の
月
見
ん
事
、
し
き
り
に
す
ゝ

む
る
秋
風
の
心
に
吹ふ

き

さ
は
ぎ
て
」
云
々
と
、
有

名
な
「
更
科
紀
行
」
に
書
い
て
い
ま
す
。
こ
の

謡
曲
「
姨
捨
」
の
旅
人
も
、
そ
う
し
た
一
人
と

し
て
来
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。 

そ
し
て
、
そ
う
し
て
や
っ
て
き
た
姨
捨
山
の

様
子
が
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
ま
す
。「
さ
て
も
わ

れ
姨
捨
山
に
来
て
見
れ
ば
、
嶺み

ね

平
ら
か
に
し
て

万
里

ば

ん

り

の
空
も
隔へ

だ

て
な
く
、
千
里
に
隈く

ま

な
く
月
の

夜
」
云
々
と
、
こ
の
よ
う
な
姨
捨
の
情
景
の
中

で
、
月
は
さ
ぞ
や
見
事
で
あ
ろ
う
と
楽
し
み
に
、

「
今
宵

こ

よ

い

の
月
を
眺
め
ば
や
と
思
ひ
候
」
と
言
っ

て
い
ま
す
。
そ
こ
に
、
主
人
公
で
あ
る
シ
テ
の

里
の
女
が
登
場
し
て
き
ま
す
。
二
人
は
そ
こ
で

出
会
い
、
里
の
女
は
旅
人
が
都
の
人
だ
と
聞
い

て
、「
さ
て
は
都
の
人
に
て
ま
し
ま
す
か
や
。
さ

あ
ら
ば

妾
わ
ら
は

も
月
と
共
に
、
現
れ
出
で
て
旅
人

の
、
夜
遊

や

ゆ

う

を
慰
め
申
す
べ
し
」
と
、
旅
人
の
夜

遊
、
月
見
を
共
に
し
て
慰
め
申
し
上
げ
よ
う
と

申
し
出
る
わ
け
で
す
。 

す
る
と
、「
そ
う
い
う
あ
な
た
は
ど
な
た
で
す

か
」
と
旅
人
に
訊
か
れ
て
「
名
に
し
お
い
た
る

姨
捨
の
、
そ
れ
と
い
は
ん
も
恥
ず
か
し
や
、
そ

れ
と
い
は
ん
も
恥
ず
か
し
や
。
そ
の

古
い
に
し
え

も
捨

て
ら
れ
て
、
た
だ
ひ
と
り
こ
の
山
に
、
澄
む
月

の
名
の
秋
ご
と
に
、
執
心

し
ゅ
う
し
ん

の
闇や

み

を
晴
ら
さ
ん
と
、

今
宵
あ
ら
は
れ
出
で
た
り
」
云
々
と
答
え
ま
す
。

そ
の
名
も
示
す
通
り
に
、
姨
捨
の
ま
さ
に
そ
の
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捨
て
ら
れ
た
本
人
だ
と
、
恥
ず
か
し
い
恥
ず
か

し
い
と
言
い
な
が
ら
も
、
彼
女
は
澄
ん
だ
名
月

の
秋
ご
と
に
、
執
心
の
闇
を
晴
ら
そ
う
と
出
て

て
来
た
ん
だ
と
、
今
回
は
と
り
わ
け
、
都
の
み

や
び
も
共
有
で
き
る
都
人
が
来
て
い
る
と
い
う

こ
と
も
あ
り
、
共
に
夜
遊
を
慰
め
た
い
と
申
し

出
る
わ
け
で
す
。
こ
こ
で
す
で
に
「
わ
が
心
慰

め
か
ね
つ
更
級
や
」
と
歌
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ

う
い
う
亡
霊
に
な
っ
て
も
「
慰
め
か
ね
て
い
る
」

と
い
う
わ
け
で
す
。
と
い
う
よ
り
、「
慰
め
か
ね

て
い
る
」
か
ら
、
亡
霊
に
な
っ
て
現
れ
て
き
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
の
「
慰
め
か
ね
」

て
い
る
「
わ
が
心
」
を
一
人
で
は
な
く
し
て
、

旅
人
と
共
に
慰
め
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
す
。 

こ
こ
で
前
場
が
終
わ
り
シ
テ
は
中
入
り
（
中

座
）
を
し
ま
す
。
そ
の
合
間
に
、
旅
人
が
里
の

男
か
ら
姨
捨
伝
説
の
い
わ
れ
を
聞
き
ま
す
。 

そ

れ
は
先
ほ
ど
見
た
「
大
和
物
語
」
と
ほ
ぼ
同
じ

よ
う
な
話
で
す
が
、
こ
こ
で
は
男
が
お
ば
を
捨

て
た
こ
と
を
悔
い
て
山
に
戻
る
の
で
す
が
、
戻

る
と
そ
の
時
も
う
す
で
に
彼
女
は
空
し
く
な
っ

て
い
て
、
そ
の
執
心
が
石
と
な
っ
て
い
た
と
、

物
語
ら
れ
ま
す
。
そ
の
凝こ

り
か
た
ま
っ
た
執
心

を
晴
ら
そ
う
と
し
て
毎
年
亡
霊
と
な
っ
て
出
て

き
て
い
る
ん
だ
、
と
聞
か
さ
れ
ま
す
。 

  「
恥
ず
か
し
い
」
と
い
う
思
い 

後
場
に
な
り
ま
し
て
、
こ
の
旅
人
が
待
っ
て

い
る
と
、
先
ほ
ど
の
亡
霊
が
白
衣
を
ま
と
っ
て

出
て
き
ま
す
。 

「
あ
ら
面
白
の
折お

り
か
ら
や
な
、
あ
ら
面
白 

の

を
り
か
ら
や
」
。
こ
の
「
面
白
い
」
と
い
う
言
葉

は
能
に
と
っ
て
大
事
な
言
葉
で
し
て
、
世
阿
弥

も
も
っ
と
も
大
事
に
し
た
要
語
の
ひ
と
つ
で
す
。

あ
る
期
待
を
込
め
て
、
面
白
く
な
る
か
も
し
れ

な
い
、
こ
こ
で
は
、
月
を
見
て
そ
れ
に
慰
め
ら

れ
る
か
も
し
れ
な
い
、
そ
う
い
う
思
い
を
込
め

て
出
て
き
て
い
る
の
が
分
か
り
ま
す
。
し
か
し

「
昔
だ
に
捨
て
ら
れ
し
ほ
ど
の
身
を
知
ら
で
、

又
姨
捨
の
山
に
出
で
て
、
面

お
も
て

を
更
科
の
、
月
に

見
ゆ
る
も
恥
か
し
や
」
と
、
昔
だ
っ
て
捨
て
ら

れ
た
と
い
う
、
そ
の
身
の
程
を
知
ら
ず
に
、
今

ま
た
、
こ
う
し
て
こ
の
執
心
の
闇
を
晴
ら
さ
ん

と
現
れ
て
出
て
き
て
い
る
こ
と
、
彼
女
は
、
そ

れ
を
恥
じ
て
い
ま
す
。
実
は
は
じ
め
に
登
場
し

た
と
き
に
も
恥
じ
て
い
た
わ
け
で
す
が
、
そ
れ

は
人
に
対
し
て
、
都
人
に
対
し
て
恥
じ
て
い
た

の
で
す
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
が
月
に
対
し
て
恥

じ
て
い
る
わ
け
で
す
。「
澄
む
月
」
に
照
ら
し
だ

さ
れ
て
恥
ず
か
し
い
、
と
。
こ
の
部
分
の
演
技

の
仕
方
を
書
き
留
め
た
『
申
楽

さ
る
が
く

談
義

だ

ん

ぎ

』
と
い
う

の
本
の
中
で
世
阿
弥
は
、
そ
の
場
面
の
「
恥
ず
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か
し
さ
」
を
表
現
す
る
時
に
は
、
扇
を
人
に
向

か
っ
て

遮
さ
え
ぎ

る
の
で
は
な
く
し
て
、
「
高
く
上
げ

て
、
月
を
も
と
と
し
て
、
人
を
ば
少
し
目
に
か

け
て
お
ぼ
お
ぼ
と
し
て
、
し
お
さ
め
よ
」
と
、

月
を
遮
る
よ
う
に
恥
ず
か
し
さ
を
表
現
せ
よ
、

そ
し
て
少
し
人
に
も
あ
わ
せ
て
恥
ず
か
し
い
よ

う
に
せ
よ
、
と
言
っ
て
い
ま
す
。
人
に
対
し
て
、

そ
し
て
、
月
に
対
し
て
恥
じ
る
形
で
、
し
か
し

な
お
、
そ
の
月
に
慰
め
ら
れ
て
、
そ
れ
を
楽
し

み
た
い
と
い
う
ふ
う
に
思
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。 

そ
う
い
う
交
錯
す
る
気
持
の
中
で
、「
よ
し
や
何

事
も
夢
の
世
の
。
な
か
な
か
い
は
じ
思
は
じ
や
」

と
、
よ
し
や
、
い
や
、
ま
あ
、
何
事
も
夢
の
世

の
こ
と
な
の
だ
、
な
ま
じ
っ
か
な
こ
と
は
言
う

ま
い
、
考
え
ま
い
と
踏
ん
切
り
、「
思
ひ
草
花
に

め
で
月
に
染そ

み
て
遊
ば
ん
」
、
と
歌
い
舞
い
出
す

わ
け
で
す
。
そ
こ
の
場
面
が
こ
う
描
写
さ
れ
て

い
ま
す
。 

 

浄
土
の
よ
う
な
姨
捨
山
の
情
景 

「
月
の
名
所

な
ど
こ
ろ

、
い
づ
く
は
あ
れ
ど
更
科
や
、
姨

捨
山
の
曇
な
き
一
輪
満
て
る
清
光

せ
い
こ
う

の
影
。
…
諸

仏
の
御
誓

お
ん
ち
か
い

、
い
づ
れ
勝
劣
な
け
れ
ど
も
超
世

ち
ょ
う
せ
い

の
悲
願
あ
ま
ね
き
影
、
弥
陀

み

だ

光
明
に
如し

く
は
な

し
。
…
月
は
か
の
如
来
の
右
の
脇
士

わ

き

じ

と
し
て

有
縁

う

え

ん

を
殊こ

と

に
導
き
、
重
き
罪
を
軽
ん
ず
る
天
上

の
力
を
得
る
故
に
、
大
勢
至

だ
い
せ
い
し

と
は
号
す
と
か
。

…
他
方
の
浄
土
を
あ
ら
は
す
。
玉

ぎ
ょ
く

珠
楼

し
ゅ
ろ
う

の
風
の

音
、
糸
竹

し

ち

く

の

調
し
ら
べ

と
り
ど
り
に
、
芬
芳

ふ
ん
ぽ
う

し
き
り
に

乱
れ
た
り
。
迦
陵

か
り
ょ
う

頻
伽

び

ん

が

の
た
ぐ
ひ
な
き
、
声
を

た
ぐ
へ
て
も
ろ
と
も
に
。
孔
雀

く
じ
ゃ
く

鸚
鵡

お

う

む

の
、
同
じ

く

囀
さ
え
ず

る
鳥
の
お
の
づ
か
ら
、
光
も
影
も
お
し
な

べ
て
。
至
ら
ぬ
隈く

ま

も
な
け
れ
ば
無
辺
光
と
は
名

づ
け
た
り
」
。 

―
―
月
の
名
所
は
多
く
あ
る
が
、
な
か
で
も
こ

の
姨
捨
山
の
曇
り
な
い
、
満
月
の
清
ら
か
に
澄

ん
だ
光
は
、
い
ず
れ
勝
劣
の
な
い
諸
仏
の
中
で

も
と
く
に
尊
い
阿
弥
陀
仏
の
悲
願
を
あ
ら
わ
す

「
弥
陀
光
明
」
の
ご
と
く
で
あ
る
。
そ
も
そ
も

月
は
、
阿
弥
陀
如
来
の
脇
士
と
し
て
、
衆
生
の

重
き
罪
を
救
い
取
ろ
う
と
す
る
大
勢
至
菩
薩
で

あ
り
、
そ
の
相
好

そ
う
ご
う

に
は
、
十
方
諸
仏
の
浄
土
の

様
子
が
映
し
出
さ
れ
、
花
鳥
風
月
、
と
り
ど
り
、

さ
ま
ざ
ま
の
た
ぐ
い
な
き
あ
り
さ
ま
を
示
し
、

「
光
も
影
も
お
し
な
べ
て
、
至
ら
ぬ
隈
も
な
」

い
「
無
辺
光
」
に
つ
つ
ま
れ
る
、
と
い
っ
た
情

景
が
描
き
出
さ
れ
ま
す
。 

 

こ
の
、
浄
土
に
ま
ご
う
ば
か
り
の
情
景
の
う
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ち
に
、
白
衣
の
亡
霊
は
、
月
と
同
化
し
、
浄
化

さ
れ
、
楽
し
み
、
慰
み
ま
す
。
こ
の
う
え
な
く

慰
み
、
ま
た
「
澄
ん
で
」
い
き
ま
す
。
阿
弥
陀

如
来
な
い
し
大
勢
至
菩
薩
の
「
無
辺
光
」
に
つ

つ
ま
れ
、
浄
福
の
一
時
を
過
ご
す
の
で
あ
り
ま

す
。 

 

な
お
残
る
「
わ
が
心
慰
め
か
ね
つ
」
の
思
い 

が
、
そ
う
し
た
浄
福
に
満
ち
た
と
こ
ろ
で
こ

の
物
語
は
終
わ
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
よ

な
く
慰
め
ら
れ
、
ま
た
浄
化
も
さ
れ
な
が
ら
、

な
お
も
物
語
は
「
然
れ
ど
も
」
以
下
で
反
転
し

て
、
次
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
く
わ
け
で
す
。

「
然
れ
ど
も
雲う

ん

月げ
つ

の
、
あ
る
時
は
影
満
ち
、
又

あ
る
時
は
影
欠
く
る
。
有
為

う

い

転
変

て
ん
ぺ
ん

の
世
の
中
の

定
さ
だ
め

の
な
き
を
示
す
な
り
」
。 

雲
間
の
月
が
、
あ
る
時
は
満
月
と
な
り
、
ま

た
あ
る
時
は
光
が
欠
け
る
の
は
、
も
の
み
な
が

移
り
変
わ
る
と
い
う
、
こ
の
世
の
定
め
の
な
い

こ
と
を
示
し
て
い
る
の
だ
と
、
我
々
の
娑
婆

し

ゃ

ば

世

界
と
い
う
も
の
は
、
現
実
と
は
そ
う
い
う
も
の

と
し
て
あ
る
の
だ
と
い
う
謡
を
受
け
て
、
亡
霊

は
「
昔
恋
し
き
夜
遊
の
袖
」
、
昔
が
恋
し
い
、
夜

の
遊
楽
の
舞
い
の
袖
よ
、
と
い
う
ふ
う
に
歌
い

だ
し
な
が
ら
序
の
舞
に
移
り
ま
す
。
そ
し
て
以

下
、「
わ
が
心
慰
め
か
ね
つ
…
」
と
い
う
ふ
う
に

歌
い
だ
さ
れ
て
く
る
わ
け
で
す
。 

「
我
が
心
な
ぐ
さ
め
か
ね
つ
更
科
や
。
姨
捨
山

に
照
る
月
を
見
て
照
る
月
を
見
て
。
…
返
せ
や

返
せ
。
昔
の
秋
を
…
思
ひ
出
で
た
る
妄
執
の
心
。

や
る
方
も
な
き
。
今
宵
の
秋
風
。
身
に
し
み
じ

み
と
。
恋
し
き
は
昔
。
し
の
ば
し
き
は
閻え

ん

浮ぶ

の
、

秋
よ
友
よ
と
。
思
ひ
居
れ
ば
…
」
。 

「
わ
が
心
慰
め
か
ね
つ
」
の
歌
は
、
こ
の
曲
で

三
度
歌
わ
れ
る
の
で
す
が
、
三
度
目
の
こ
こ
が

最
も
哀
切
で
し
て
、
身
を
よ
じ
る
よ
う
に
し
て

歌
わ
れ
て
い
ま
す
。
阿
弥
陀
如
来
、
勢
至
菩
薩

の
光
の
中
で
、
こ
よ
な
く
慰
ん
で
い
た
わ
け
で

す
が
、
し
か
し
、
そ
の
光
は
彼
女
の
も
っ
て
い

る
、
そ
の
「
慰
め
か
ね
つ
」
の
思
い
を
、
い
わ

ば
透
明
に
消
し
去
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
は
な
か

っ
た
わ
け
で
す
。
む
し
ろ
そ
の
光
は
そ
の
中
で
、

「
返
せ
や
返
せ
。
昔
の
秋
を
…
恋
し
き
は
昔
。

し
の
ば
し
き
は
閻
浮
の
秋
よ
友
よ
…
」
と
い
う

よ
う
に
、
ま
さ
に
や
る
方
の
な
い
、
や
り
き
れ

な
い
思
い
を
掻
き
立
て
、
悲
し
み
を
募つ

の

ら
せ
て

い
る
わ
け
で
す
。 

  ま
た
も
「
ひ
と
り
捨
て
ら
れ
る
」
老
女 

つ
ま
り
月
の
光
と
い
う
の
は
、
老
女
の
思
い

を
慰
め
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
な
お
「
慰
め
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か
ね
つ
」
と
い
う
思
い
を
再
確
認
さ
せ
る
も
の

で
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
閻
浮
と
い
う

の
は
「
こ
の
世
」
と
い
う
意
味
で
す
が
、
し
の

ば
れ
て
く
る
の
は
、
こ
の
世
に
生
き
て
い
た
時

の
、
あ
の
昔
の
秋
の
こ
と
な
の
だ
、
あ
る
い
は

一
緒
に
見
た
友
だ
ち
の
こ
と
な
の
だ
、
そ
れ
を

「
返
せ
、
返
せ
」
と
い
う
ふ
う
に
、
自
分
で
も

そ
れ
は
妄
執
だ
と
知
り
な
が
ら
、
ど
う
あ
っ
て

も
そ
の
思
い
は
慰
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い

う
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
悲
し
い
、
さ
み
し
い

思
い
を
嘆
き
、
歌
い
、
舞
い
、
踊
る
わ
け
で
す
。  

し
か
し
、
そ
う
し
て
い
る
う
ち
に
、「
夜
も
既

に
し
ら
し
ら
と
、
は
や
あ
さ
ま
に
も
な
り
ぬ
れ

ば
、
我
も
見
え
ず
旅
人
も
帰
る
あ
と
に
」
云
々

と
、
結
局
、
夜
明
け
を
迎
え
老
婆
の
亡
霊
の
姿

は
旅
人
に
は
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

旅
人
は
、
彼
女
が
ど
こ
か
に
行
っ
て
し
ま
っ
た

と
思
い
、
山
を
立
ち
去
っ
て
し
ま
う
。
老
女
は

ま
た
一
人
取
り
残
さ
れ
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。

こ
の
作
品
は
、
こ
の
老
女
が
シ
オ
リ
、
能
で
泣

く
所
作
の
こ
と
で
す
が
、
シ
オ
リ
を
し
て
い
る

時
に
、
次
の
よ
う
な
謡
が
流
れ
て
終
わ
っ
て
い

ま
す
。 

「
ひ
と
り
捨
て
ら
れ
て
老
女
が
、
昔
こ
そ
あ
ら

め
今
も
又
姨
捨
山
と
ぞ
な
り
に
け
る
、
姨
捨
山

と
ぞ
な
り
に
け
る
」
。 

老
女
は
確
か
に
昔
捨
て
ら
れ
た
、
今
も
ま
た
、

ひ
と
り
捨
て
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
姨
捨

山
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
。 

こ
う
い
う
老
女
の
あ
り
方
を
舞
台
に
登
場
さ

せ
て
、
世
阿
弥
は
何
を
訴
え
よ
う
と
し
た
の
か
、

と
い
う
問
題
が
問
わ
れ
て
き
ま
す
。
む
ろ
ん
世

阿
弥
は
、
こ
の
老
婆
を
絶
望
に
突
き
落
と
し
て

い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
で
は
な
く
、

こ
の
ま
ま
の
形
で
彼
女
を
救
い
取
ろ
う
と
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

こ
の
「
わ
が
心
の
慰
め
か
ね
つ
」
と
い
う
思
い

を
持
つ
こ
と
、
ま
た
そ
の
ど
う
に
も
な
ら
な
い

心
を
表
現
す
る
と
い
う
こ
と
を
通
し
て
、
全
体

と
し
て
老
婆
を
慰
め
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
あ

る
よ
う
に
思
い
ま
す
。 

  三
木
清
「
孤
独
に
つ
い
て
」 

以
下
、
そ
の
点
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
が
、
そ
の
前
に
世
阿
弥
の
考
え
を
理

解
し
て
い
く
補
助
線
と
し
て
三
木
清
と
い
う
近

代
の
哲
学
者
の
考
え
に
触
れ
て
お
き
た
い
と
思

い
ま
す
。 

「
も
の
が
真
に
表
現
的
な
も
の
と
し
て
我
々
に

迫
る
の
は
、
孤
独
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
し
て

我
々
が
孤
独
を
越
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、

そ
の
孤
独
の
呼
び
か
け
に
答
え
る
自
己
の
表
現

活
動
に
お
い
て
ほ
か
な
い
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ

ス
は
「
植
物
は
人
間
か
ら
見
ら
れ
る
こ
と
を
求
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め
て
お
り
、
見
ら
れ
る
こ
と
が
そ
れ
に
と
っ
て

救
済
で
あ
る
」
と
い
っ
た
が
、
表
現
す
る
こ
と

は
も
の
を
救
う
こ
と
で
あ
り
、
も
の
を
救
う
こ

と
に
よ
っ
て
自
己
を
救
う
こ
と
で
あ
る(

三
木

清
『
人
生
論
ノ
ー
ト
「
孤
独
に
つ
い
て
」
』)   

三
木
は
、
こ
の
世
界
に
あ
る
あ
ら
ゆ
る
事

物
・
出
来
事
が
、
我
々
に
あ
る
表
現
と
い
う
も

の
を
迫
っ
て
く
る
の
は
、
孤
独
と
い
う
時
に
お

い
て
な
の
だ
と
言
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
我
々

が
そ
の
孤
独
を
越
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
も
、

そ
の
「
表
現
せ
よ
」
と
迫
っ
て
き
た
そ
の
呼
び

か
け
に
応
え
て
自
分
が
表
現
し
た
と
き
以
外
に

な
い
の
だ
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
の
ア

ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
「
植
物
は
人
間
か
ら
見
ら

れ
る
こ
と
を
求
め
て
お
り
、
見
ら
れ
る
こ
と
が

そ
れ
に
と
っ
て
救
済
で
あ
る
」
に
は
、
そ
れ
は

人
間
領
域
を
超
え
た
真
理
で
も
あ
る
と
い
う
断

固
と
し
た
確
信
の
よ
う
な
も
の
を
伺
う
こ
と
が

で
き
ま
す
。
植
物
も
含
め
て
「
見
ら
れ
る
」「
見

せ
る
」
と
い
う
表
現
活
動
が
、
も
の
を
救
う
こ

と
で
あ
り
、
も
の
を
救
う
こ
と
に
よ
っ
て
自
己

を
救
う
こ
と
だ
と
い
う
わ
け
で
す
。  

こ
う
し
た
考
え
方
を
「
姨
捨
」
に
て
適
用
し

ま
す
と
、
老
女
は
孤
独
に
お
い
て
表
現
が
迫
ら

れ
て
、
そ
の
表
現
を
通
し
て
、
彼
女
は
救
わ
れ

て
い
く
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
が
、

こ
こ
で
の
表
現
と
い
う
の
は
、
具
体
的
に
は
「
慰

め
か
ね
て
い
る
わ
が
心
」
と
い
う
も
の
を
、
言

葉
や
歌
や
舞
い
で
表
す
こ
と
で
す
。
こ
こ
で
「
見

ら
れ
る
」
と
い
う
の
は
、
直
接
的
に
は
ワ
キ
の

旅
人
に
、
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
視
点
を
通
し

て
、
観
客
に
「
見
ら
れ
」
、
知
ら
れ
る
の
で
す
が
、

よ
り
根
底
的
に
は
、
老
女
が
月
に
向
か
っ
て
恥

じ
、
あ
る
い
は
託か

こ

ち
、
訴
え
、
願
っ
て
い
た
よ

う
に
、
こ
の
月
に
象
徴
さ
れ
る
あ
る
大
い
な
る

何
か
、
こ
の
曲
の
中
の
言
い
方
で
あ
れ
ば
、
阿

弥
陀
仏
と
も
勢
至
菩
薩
と
も
言
わ
れ
て
き
た
よ

う
な
何
者
か
に
よ
っ
て
「
見
ら
れ
」
、
そ
し
て
知

ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ

て
、
そ
の
孤
独
、
慰
め
か
ね
て
い
る
そ
の
孤
独

の
思
い
は
、
か
ろ
う
じ
て
受
け
と
め
ら
れ
る
も

の
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。 

  世
阿
弥
の
宇
宙
論 

世
阿
弥
は
そ
も
そ
も
宇
宙
の
森
羅
万
象
に
は

す
べ
て
そ
れ
ぞ
れ
に
序
破
急

じ
ょ
は
き
ゅ
う

と
い
う
リ
ズ
ム
、

拍
子
を
持
っ
た
表
現
が
あ
る
の
だ
と
い
う
、
次

の
よ
う
な
考
え
方
を
述
べ
て
い
ま
す
。 

「
能よ

く

能よ
く

安
見

あ
ん
け
ん

す
る
に
、
万
象
、
森
羅
、
是
非
、

大
小
、
有
生

う
じ
ょ
う

、
非
生

ひ
し
ょ
う

、
こ
と
ご
と
く
、
お
の
お

の
序じ

ょ

破は

急
き
ゅ
う

を
そ
な
え
た
り
。
鳥
の
さ
へ
ず
り
、
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虫
の
無
く
音
に
い
た
る
ま
で
、
其
分

そ
の
ぷ
ん

其
分

そ
の
ぶ
ん

の

理
こ
と
わ
り

を
鳴
く
は
、
序
破
急
な
り
。
し
か
れ
ば
、

面
白
き
音
感
も
あ
り
、
あ
は
れ
を

催
も
よ
お

す
心
も
有

り
。
こ
の
成
就

じ
ょ
う
じ
ゅ

な
く
は
、
面
白
し
と
も
、
あ
は

れ
さ
と
も
思
う
べ
か
ら
ず
…
成
就
と
は
成
り
就

く
な
り
…
成
り
就
く
は
落ら

っ

居き
ょ

な
り
」
。 

よ
く
よ
く
案
じ
考
え
め
ぐ
ら
し
て
み
る
と
、

森
羅
万
象
、
良
い
こ
と
悪
い
こ
と
、
大
小
、
あ

る
い
は
命
あ
る
も
の
も
、
命
な
き
も
の
も
、
こ

と
ご
と
く
お
の
お
の
序
破
急
と
い
う
も
の
を
備

え
て
い
る
。
鳥
の
さ
え
ず
り
か
ら
虫
の
鳴
き
声

に
い
た
る
ま
で
、
そ
の
分
そ
の
分
の
理
を
鳴
く

の
は
、
序
破
急
な
の
で
あ
る
。
し
か
れ
ば
、
面

白
い
と
い
う
音
感
も
あ
れ
ば
、「
あ
は
れ
」
す
な

わ
ち
「
あ
あ
」
と
い
う
感
動
を
催
す
心
が
あ
る

の
だ
。
そ
う
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ

が
成
就
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
の
成
就
と
い

う
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
面
白
い
と
い
う
こ
と
も
、

あ
は
れ
と
い
う
こ
と
も
な
い
。「
成
就
」
と
い
う

の
は
、
成
り
就
く
こ
と
で
あ
り
、
「
落
居
」
、
落

ち
着
き
、
居
ず
ま
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
で
あ

る
。
先
ほ
ど
の
「
す
む
」
こ
と
が
で
き
る
と
い

う
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。 

  序
破
急
と
い
う
こ
と 

序
破
急
と
い
う
の
は
、
始
ま
り
が
あ
り
、
中

間
が
あ
り
、
そ
し
て
終
わ
り
が
あ
る
と
い
う
展

開
の
リ
ズ
ム
の
こ
と
で
す
。
鳥
の
さ
え
ず
り
、

虫
の
な
く
音
に
い
た
る
ま
で
、
森
羅
万
象
が
そ

の
リ
ズ
ム
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
天
か
ら
与

え
ら
れ
た

理
こ
と
わ
り

、
―
―
本
分
み
た
い
な
も
の
で

す
が
、
そ
う
い
う
理
の
ま
ま
に
鳴
い
て
い
る
の

だ
と
。
だ
か
ら
、
そ
う
し
た
リ
ズ
ム
を
き
ち
ん

と
刻
め
ば
、
あ
る
い
は
表
現
す
れ
ば
、
宇
宙
の

リ
ズ
ム
と
共
鳴
し
て
い
く
の
だ
と
。
そ
こ
に
「
お

も
し
ろ
さ
」
も
あ
り
、
「
あ
は
れ
さ
」
も
あ
り
、

や
が
て
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
落
ち
着
き
、
お
さ

ま
り
が
可
能
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
と
い
う

わ
け
で
あ
り
ま
す
。 

つ
ま
り
、
そ
の
鳥
は
そ
の
鳥
の
声
を
鳴
き
、

そ
の
虫
は
そ
の
虫
の
声
を
鳴
き
、
あ
る
い
は
そ

の
風
は
そ
の
風
を
吹
き
、
そ
の
川
は
そ
の
川
を

流
れ
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
序
破
急
と
い
う
も
の

を
刻
む
な
ら
ば
、
表
現
す
る
な
ら
、
や
が
て
そ

れ
ぞ
れ
の
成
就
＝
落
居
が
可
能
に
な
っ
て
く
る

と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
よ
う
に
こ
の
宇
宙
、

世
界
は
で
き
て
い
る
の
だ
、
と
。
同
じ
よ
う
に
、

我
々
に
も
、
い
か
に
悲
し
い
こ
と
、
苦
し
い
こ

と
、
辛
い
こ
と
が
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
ぞ
れ
が
そ

れ
ぞ
れ
の
思
い
を
、
そ
の
理
に
従
っ
て
表
現
す

る
な
ら
ば
、
そ
れ
も
や
が
て
は
受
け
止
め
ら
れ
、
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お
さ
め
取
ら
れ
て
い
く
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
う
い
う
働
き
、
そ
う
い
う
仕
組
み
が
、
こ
の

森
羅
万
象
に
お
い
て
あ
る
の
だ
と
い
う
、
世
阿

弥
の
確
信
で
す
。
老
女
が
最
後
に
「
姨
捨
山
と

な
り
に
け
る
」
と
い
う
の
は
、
そ
う
し
た
「
成

就
」「
落
居
」
の
あ
る
究
極
の
形
を
表
し
て
い
る

よ
う
に
思
い
ま
す
。  

  小
川
未
明

み

め

い

「
月
と
海
豹

あ
ざ
ら
し

」 

近
代
で
も
う
一
例
、「
月
と
海
豹
」
と
い
う
小

川
未
明
の
話
を
紹
介
し
ま
す
。 

子
ど
も
を
亡
く
し
た
海
豹
が
そ
の
悲
し
み
を

あ
ち
こ
ち
に
訴
え
る
。
お
月
さ
ま
に
も
訴
え
る

け
れ
ど
も
、
し
か
し
ど
う
に
も
な
ら
な
い
、
と
、

以
下
原
文
で
す
。 

「
子
供
を
な
く
し
た
親
の
海
豹
が
、
夜
も
眠

ら
ず
に
、
氷
山
の
上
で
悲
し
み
な
が
ら
吼ほ

え

て
い

る
の
を
月
が
な
が
め
た
時
、
こ
の
世
の
中
の
、

沢
山

た
く
さ
ん

な
悲
し
み
に
慣
れ
て
し
ま
っ
て
、
さ
ま
で

感
じ
な
か
っ
た
月
も
、
心
か
ら
か
わ
い
そ
う
だ

と
思
い
ま
し
た
。(

中
略)  

し
か
し
、
月
は
自
分

の
力
で
、
そ
れ
を
何
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
ま

せ
ん
で
し
た
。(

中
略)

「
こ
の
北
海
の
上
ば
か
り

で
も
、
幾
疋

い
く
ひ
き

の
子
供
を
な
く
し
た
海
豹
が
い
る

か
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
お
前
は
、
子
供
に
や

さ
し
い
か
ら
一
倍
悲
し
ん
で
い
る
の
だ
。
そ
し

て
、
私
は
、
そ
れ
だ
か
ら
お
前
を
か
わ
い
そ
う

に
思
っ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
に
、
お
前
を
楽
し

ま
せ
る
も
の
を
持
っ
て
来
よ
う
…
…
」(

中
略)  

北
の
方
の
海
は
、
依
然
と
し
て
銀
色
に
凍こ

お

っ
て
、

寒
い
風
が
吹
い
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
海
豹
は
、

氷
山
の
上
に
う
ず
く
ま
っ
て
い
ま
し
た
。 

「
さ
あ
約
束
の
も
の
を
持
っ
て
来
た
。
」
と
い
っ

て
、
月
は
太
鼓

た

い

こ

を
海
豹
に
渡
し
て
や
り
ま
し
た
。 

海
豹
は
、
そ
の
太
鼓
が
気
に
入
っ
た
と
見
え
ま

す
。
月
が
、
し
ば
ら
く
日
の
経た

っ
た
後
に
、
こ

の
あ
た
り
の
海
上
を
照
ら
し
た
時
は
、
氷
が
解

け
は
じ
め
て
、
海
豹
の
鳴
ら
し
て
い
る
太
鼓
の

音
が
、
波
の
間
か
ら
き
こ
え
ま
し
た
」
。 

こ
れ
だ
け
の
話
な
の
で
す
が
、
あ
る
特
別
な

力
を
持
っ
て
い
る
月
で
も
、
そ
れ
は
ど
う
す
る

こ
と
も
で
き
な
い
こ
と
と
し
て
あ
り
ま
す
。
悲

し
み
を
お
さ
め
て
あ
げ
ら
れ
な
い
し
、
救
う
こ

と
も
で
き
な
い
。
こ
れ
は
「
姨
捨
」
も
同
じ
で

し
た
。
で
き
る
こ
と
は
、
あ
る
神
社
の
お
祭
り

の
後
に
落
ち
て
い
た
小
さ
な
太
鼓
を
海
豹
に
渡

し
て
や
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
し
た
。
し
か
し

そ
の
太
鼓
を
そ
の
海
豹
が
た
た
く
こ
と
に
よ
っ

て
、
そ
の
音
は
、
氷
の
解
け
始
め
た
海
上
の
波

の
間
に
響
き
渡
り
、
海
豹
の
悲
し
み
は
、
悲
し
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み
の
ま
ま
に
北
海
の
海
に
つ
な
ぎ
と
め
ら
れ
る
。

そ
う
い
う
形
で
納
め
と
ら
れ
て
い
ま
す
。
先
ほ

ど
の
三
木
清
の
言
い
方
で
言
え
ば
、
海
豹
が
そ

の
悲
し
み
を
越
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、「
表

現
せ
よ
」
と
い
う
呼
び
か
け
に
応
え
る
そ
の
表

現
活
動
に
お
い
て
ほ
か
な
い
の
で
し
て
、
太
鼓

を
た
た
く
と
い
う
の
は
、
す
ぐ
れ
て
表
現
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。 

  「
花
び
ら
は
散
る
、
花
は
散
ら
な
い
」 

ふ
た
た
び
「
姨
捨
」
に
話
を
戻
し
ま
す
と
、

こ
の
曲
の
眼
目
と
い
う
の
は
単
に
捨
て
ら
れ
た

と
い
う
人
間
倫
理
の
問
題
を
と
う
に
突
き
抜
け

て
、
人
が
生
き
死
ん
で
い
く
こ
と
が
も
っ
て
い

る
ど
う
に
も
な
ら
な
い
孤
絶
さ
が
描
か
れ
て
い

ま
す
。
能
研
究
者
の
増
田
正
造
さ
ん
の
言
い
方

を
借
り
れ
ば
、
こ
の
曲
が
美
し
く
も
、
し
か
し

冷
然
と
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
の
は
、
月
に
慰
め

を
求
め
な
が
ら
な
お
慰
め
か
ね
て
、
孤
絶
へ
と

ど
ん
ど
ん
行
っ
て
し
ま
う
と
こ
ろ
、
つ
ま
り
死

か
ら
生
へ
と
戻
っ
て
く
る
の
で
は
な
く
し
て
、

む
し
ろ
死
を
突
き
抜
け
て
別
の
存
在
へ
と
変
身

を
遂
げ
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
、
と
い
う
言

い
方
も
で
き
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。 

こ
の
「
姨
捨
山
と
な
り
に
け
り
、
姨
捨
山
と

な
り
に
け
り
」
と
静
か
に
畳た

た

み
か
け
て
一
曲
を

終
わ
ら
せ
た
世
阿
弥
は
、
遥
か
に
人
間
世
界
を

越
え
た
と
こ
ろ
か
ら
こ
の
老
女
を
見
、
そ
こ
に

彼
女
を
お
い
て
い
る
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
な

お
そ
こ
に
彼
女
の
い
た
こ
と
、
そ
の
思
い
が
残

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
鮮
や
か
に
歌
い
だ

さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。 

 

浄
土
真
宗
の
僧
侶
で
あ
っ
た
金
子
大
栄
と
い

う
思
想
家
の
「
花
び
ら
は
散
る
、
花
は
散
ら
な

い
」
と
い
う
言
葉
は
、
そ
の
ま
ま
こ
の
「
姨
捨
」

の
見
事
な
解
説
に
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
山
と
な
っ
た
と
さ
れ
る
老
女
の
、
い

か
ん
と
も
慰
め
き
れ
な
い
思
い
と
い
う
も
の
は

決
し
て
消
え
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

り
、
そ
の
自
分
の
生
き
た
こ
と
、
い
ろ
ん
な
「
あ

は
れ
さ
」
や
「
お
も
し
ろ
さ
」
を
含
め
て
、
む

し
ろ
あ
る
は
っ
き
り
と
し
た
形
を
も
っ
て
、
い

わ
ば
そ
の
ま
ま
に
荘
厳

し
ょ
う
ご
ん

さ
れ
、
飾
ら
れ
、
花
に

な
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。「
花
び
ら

は
散
る
、
花
は
散
ら
な
い
」
と
は
、
そ
う
い
う

言
葉
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

  「
慰
霊
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
？ 

こ
こ
で
「
散
ら
な
い
花
」
と
い
う
の
は
、
伝

統
的
に
は
霊
と
か
魂
と
い
わ
れ
て
き
た
も
の
で

す
が
、
そ
れ
は
残
さ
れ
た
側
の
悼
み
と
か
弔
い

と
い
う
営
み
な
し
に
は
あ
り
え
ま
せ
ん
。
東
日
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本
大
震
災
以
来
、
あ
ら
た
め
て
「
慰
霊
」
と
か

「
鎮
魂
」
と
い
う
言
葉
が
重
く
響
い
て
き
て
い

ま
す
が
、
い
っ
た
い
「
霊
を
慰
め
る
」
と
は
ど

う
い
う
こ
と
な
の
か
、
あ
る
い
は
「
魂
を
鎮
め

る
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
。 

「
慰
霊
」
と
い
う
言
葉
は
、
実
は
比
較
的
新

し
い
言
葉
で
し
て
、
明
治
も
中
ご
ろ
以
降
か
ら

使
わ
れ
出
し
た
も
の
で
す
。
今
で
は
一
般
に

我
々
も
合
同
慰
霊
祭
と
か
慰
霊
式
と
い
う
使
い

方
と
し
て
、
大
事
な
言
葉
と
し
て
使
っ
て
い
ま

す
。 今

日
の
話
の
関
連
で
い
い
ま
す
と
、
霊
を
な

ぐ
さ
め
る
、
霊
を
し
ず
め
る
、
と
い
う
言
い
方

と
、
霊
が
浮
か
ば
れ
な
い
、
霊
が
浮
か
ば
れ
る

と
い
う
言
い
方
で
語
ら
れ
て
い
る
問
題
が
あ
り

ま
す
。「
浮
か
ば
れ
な
い
」
と
い
う
の
は
、
無
念

な
思
い
、
晴
れ
な
い
思
い
、
慰
め
ら
れ
な
い
、

報
わ
れ
な
い
思
い
を
持
っ
た
ま
ま
成
仏
で
き
な

い
と
い
う
こ
と
で
す
。「
浮
か
ぶ
」
と
い
う
事
態

の
中
身
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
は
な
お
慎
重
に
検

討
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
が
、
と
も
あ
れ
、
霊

を
慰
め
る
と
い
う
こ
と
が
、
単
に
そ
れ
を
押
し

な
だ
め
て
、
し
ず
め
、
最
終
的
に
そ
れ
が
な
か

っ
た
こ
と
と
し
て
消
去
す
る
の
で
は
な
く
、
そ

の
人
の
生
き
た
思
い
、
と
り
わ
け
「
慰
め
か
ね

つ
」
の
思
い
を
聴
き
と
め
、「
浮
か
び
」
上
が
ら

せ
る
こ
と
自
体
に
お
い
て
、「
慰
む
」
と
い
う
こ

と
が
可
能
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
あ
ら

た
め
て
確
認
し
て
お
け
ば
、「
慰
霊
」
と
は
、
し

ず
め
る
（
沈
め
る
、
鎮
め
る
、
静
め
る
）
こ
と

で
な
く
し
て
、「
浮
か
べ
る
」
こ
と
だ
と
い
う
こ

と
で
す
。 

 

「
鎮
魂
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
？ 

同
様
の
事
情
は
、「
鎮
魂
」
と
い
う
言
葉
に
も

あ
り
ま
す
。「
鎮
魂
」
と
い
う
言
葉
は
、
も
と
も

と
「
鎮
魂

た
ま
し
ず

め
」
と
い
う
ふ
う
に
使
っ
て
き
た
こ

と
か
ら
言
え
ば
、
相
当
に
歴
史
を
持
つ
言
葉
で

す
が
、
今
我
々
が
普
通
に
使
っ
て
い
る
「
鎮
魂
」

は
、
こ
れ
も
比
較
的
新
し
い
明
治
以
降
の
用
法

で
す
。
キ
リ
ス
ト
教
的
な
レ
ク
イ
エ
ム
と
か
ミ

サ
と
い
う
言
葉
も
含
め
て
使
っ
て
い
る
の
で
す

が
、
こ
の
言
葉
も
複
雑
で
す
。
も
と
も
と
の
「
魂

鎮
め
」
と
い
う
の
は
、
「
遊
離
し
た
、
ま
た
遊

離
し
よ
う
と
す
る
魂
を
鎮
め
、
肉
体
に
つ
な
ぎ

止
め
る
祭
儀
」
を
意
味
し
、
広
義
に
は
、
「
魂
振

た

ま

ふ

り
」
の
意
味
で
使
っ
て
い
た
も
の
で
す
。
「
魂

振
り
」
と
は
、
魂
に
活
力
を
与
え
、
再
生
さ
せ

る
」
こ
と
で
し
て
、
こ
こ
に
は
折
口
信
夫
は
じ

め
、
古
代
か
ら
の
神
道
の
考
え
方
を
よ
り
く
わ

し
く
考
え
合
わ
せ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
が
、「
魂

鎮
め
」
と
い
う
こ
と
が
単
に
魂
を
押
し
し
ず
め

て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
一
方
に
「
魂
振
り
」
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と
い
う
魂
を
振
り
起
こ
し
、
む
ら
が
り
起
こ
す

と
い
う
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は

大
事
な
こ
と
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
な
に
よ
り
、

万
葉
以
来
、
そ
の
人
の
「
慰
め
か
ね
つ
」
の
思

い
の
表
出
で
あ
る
相
聞

そ
う
も
ん･

挽
歌

ば

ん

か

の
歌
を
詠
む
こ

と
自
体
が
、
魂
振
り･

魂
鎮
め
の
営
み
で
あ
っ
た

と
い
う
こ
と
で
す
。 

  「
慰
め
」
続
け
る
以
外
に
「
慰
め
」
ら
れ
な
い 

「
姨
捨
」
と
い
う
の
は
、
特
殊
な
時
代
の
特
殊

な
風
習
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
い
わ
ば
、

い
つ
い
か
な
る
時
代
に
お
い
て
も
、
「
老
い
て
、

死
ぬ
」
と
い
う
自
体
が
も
っ
て
い
る
さ
び
し
さ

で
あ
り
、
そ
れ
は
つ
い
に
解
消
し
え
な
い
「
慰

め
か
ね
つ
」
の
思
い
の
表
現
だ
ろ
う
と
思
い
ま

す
。
豪
華
な
特
別
ホ
ー
ム
に
入
れ
ら
れ
よ
う
が
、

粗
末
な
施
設
に
入
れ
ら
れ
よ
う
が
、
あ
る
い
は

最
後
ま
で
家
族
と
一
緒
に
暮
ら
し
て
い
よ
う

が
、
「
老
い
て
、
死
ぬ
」
最
後
の
と
こ
ろ
は
一

人
で
あ
り
、
す
べ
て
の
人
が
い
わ
ゆ
る
「
姨
捨
」

と
い
う
事
態
を
迎
え
る
と
い
う
言
い
方
も
で
き

る
と
い
う
こ
と
で
す
。 

繰
り
返
し
て
お
け
ば
、
そ
れ
を
ど
こ
ま
で
も

慰
め
ら
れ
な
い
、
本
人
に
も
慰
め
き
れ
な
い
こ

と
で
し
て
、
で
も
そ
の
こ
と
を
そ
の
こ
と
と
し

て
受
け
止
め
、
そ
し
て
な
お
か
つ
「
そ
れ
で
よ

い
」
、
「
そ
れ
で
こ
の
宇
宙
に
お
さ
め
取
ら
れ
て

い
く
の
だ
」
と
い
う
こ
と
を
思
い
な
が
ら
、
し

か
し
我
々
と
し
て
は
、
慰
め
る
と
い
う
の
は
結

局
「
慰
め
ら
れ
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
繰
り
返

し
思
い
続
け
な
が
ら
、
な
お
、
そ
う
し
続
け
て

い
く
以
外
に
な
い
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
れ
は
大
事
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
慰
め
続

け
る
以
外
に
慰
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い

う
こ
と
で
し
て
、
簡
単
に
慰
め
得
た
、
と
思
う

の
は
、
そ
れ
は
、
―
―
こ
れ
は
辞
書
の
「
慰
む
」

と
い
う
語
義
に
も
載
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
す
が

―
―
相
手
を
「
慰
み
も
の
」
に
し
て
い
る
、
あ

る
い
は
「
弄
ん
で
い
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ

て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
す
。 

  姨
捨
山
の
景
観
に
つ
い
て 

今
日
申
し
上
げ
て
き
た
よ
う
な
こ
と
は
、
あ

の
ポ
ス
タ
ー
に
あ
る
よ
う
な
、
心
の
原
風
景
に

近
い
よ
う
な
こ
と
で
す
が
、
そ
う
い
う
事
柄
が
、

あ
る
い
は
感
じ
方
、
考
え
方
が
、
更
級
・
姨
捨

の
地
に
お
い
て
「
月
を
見
る
」
と
い
う
こ
と
に

お
い
て
可
能
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
の
姨
捨
の
地
の
光
景
な
り
風
景
な
り
は
、
そ

れ
抜
き
に
は
語
れ
な
い
わ
け
で
し
て
、
先
ほ
ど

の
謡
曲
の
中
に
あ
っ
た
「
嶺み

ね

平
ら
か
に
し
て

万
里

ば

ん

り

の
空
も
隔へ

だ

て
な
く
」
云
々
と
い
う
よ
う
な
、
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あ
る
い
は
、
こ
の
世
が
浄
土
さ
な
が
ら
の
様
子

で
あ
る
と
い
う
の
は
、
こ
の
地
の
あ
り
方
を
語

っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
姨
捨
山
を
は
じ
め
と
す

る
山
の
形
と
か
、
千
曲
川
と
か
、
棚
田
な
ど
も

含
め
て
こ
の
山
並
み
、
川
の
流
れ
が
一
望
で
き

る
「
場
」
で
あ
る
と
い
う
、
こ
の
景
観
の
あ
り

方
が
決
定
的
に
重
要
な
の
で
し
て
、
そ
う
い
う

「
場
」
が
あ
る
が
ゆ
え
に
、
今
ま
で
申
し
上
げ

来
て
い
る
よ
う
な
考
え
方
や
感
じ
方
が
語
ら
れ

続
け
、
息
づ
い
て
来
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。 

  国
木
田
独
歩
の
「
懐
か
し
さ
」 

同
じ
よ
う
に
、
悲
し
い
、「
慰
め
か
ね
つ
」
の

思
い
を
抱
き
な
が
ら
、
な
お
こ
の
宇
宙
は
、
こ

の
世
界
は
「
そ
れ
で
い
い
の
だ
」
と
語
っ
た
文

学
者
に
国
木
田
独
歩
と
い
う
作
家
が
い
ま
し
て
、

そ
れ
が
こ
の
景
観
と
い
う
こ
と
も
言
っ
て
い
ま

す
。
最
後
に
、
こ
の
点
に
つ
い
て
見
て
お
こ
う

と
思
い
ま
す
。
独
歩
は
、
代
表
作
「
忘
れ
え
ぬ

人
々
」
と
い
う
作
品
の
中
で
次
の
よ
う
に
言
っ

て
い
ま
す
。  

「
そ
こ
で
僕
は
今
夜

こ

よ

い

の
よ
う
な
晩
に
独
り
夜よ

更ふ

け
て

灯
と
も
し
び

に
向
か
っ
て
い
る
と
こ
の
生
の
孤
立

を
感
じ
て
堪
え
が
た
い
ほ
ど
の
哀
情
を
催
し
て

来
る
。
そ
の
時
僕
の
主
我
の
角つ

の

が
ぼ
き
り
折
れ

て
し
ま
っ
て
、
な
ん
だ
か
人
懐
か
し
く
な
っ
て

来
る
。
い
ろ
い
ろ
の
古
い
こ
と
や
友
の
上
を
考

え
だ
す
。
そ
の
時
油
然

ゆ
う
ぜ
ん

と
し
て
僕
の
心
に
浮
か

ん
で
来
る
の
は
す
な
わ
ち
こ
れ
ら
の
人
々
で
あ

る
。
そ
う
で
な
い
、
こ
れ
ら
の
人
々
を
見
た
時

の
周
囲
の
光
景
の
裡う

ち

に
立
つ
こ
れ
ら
の
人
々
で

あ
る
。
我
と
他ひ

と

と
何
の
相
違
が
あ
る
か
、
み
な

こ
れ
こ
の
生
を
天
の
一
方
地
の
一
角
に
享う

け
て

悠
々
た
る
行
路
を
辿た

ど

り
、
相

携
た
ず
さ

え
て
無
窮
の
天

に
帰
る
者
で
は
な
い
か
、
と
い
う
よ
う
な
感
が

心
の
底
か
ら
起
こ
っ
て
来
て
我
知
ら
ず
涙
が
頬ほ

お

を
つ
た
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
時
は
実
に
我
も

な
け
れ
ば
他
も
な
い
、
た
だ
誰
も
彼
も
懐
か
し

く
っ
て
、
忍
ば
れ
て
来
る
、
僕
は
そ
の
時
ほ
ど

心
の
平
穏
を
感
ず
る
こ
と
は
な
い
、
そ
の
時
ほ

ど
自
由
を
感
ず
る
こ
と
は
な
い
、
そ
の
時
ほ
ど

名
利
競
争
の
俗
念
消
え
て
す
べ
て
の
物
に
対
す

る
同
情
の
念
の
深
い
時
は
な
い
」
。 

こ
こ
で
独
歩
は
悲
し
み
の
中
に
い
ま
す
。
耐

え
難
い
ほ
ど
の
哀
情
の
中
に
い
る
わ
け
で
す
が
、

な
お
か
つ
、
彼
は
「
そ
れ
で
よ
い
」
と
い
う
ふ

う
に
肯
定
し
、
あ
る
種
の
安
定
を
得
て
い
る
わ

け
で
す
。 

 独
歩
の
景
観
論 
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こ
こ
で
大
事
な
こ
と
は
、
そ
ん
な
時
「
忘
れ

え
ぬ
人
々
」
を
思
い
出
す
ん
だ
と
言
っ
た
後
、

あ
え
て
そ
れ
を
言
い
換
え
て
、
「
そ
う
で
な
い
、

こ
れ
ら
の
人
々
を
見
た
時
の
周
囲
の
光
景
の
裡

に
立
つ
こ
れ
ら
の
人
々
で
あ
る
」
と
い
う
ふ
う

に
言
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
独
歩
の
文
学
と

い
う
の
は
、
そ
う
い
う
、
人
び
と
を
光
景
の
中

に
お
い
て
見
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
独
特
の
味
わ

い
が
あ
り
ま
す
。
今
の
文
章
に
も
あ
り
ま
し
た

が
、
あ
の
ポ
ス
タ
ー
に
も
あ
り
ま
す
「
な
ぜ
か

懐
か
し
い
」
と
い
う
、「
懐
か
し
い
」
と
い
う
言

葉
は
、
単
な
る
過
去
の
こ
と
の
想
起
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
本
来
「
猫
が
懐
く
」
と
言
う
よ
う
に

「
懐
く
」
と
い
う
動
詞
の
形
容
詞
で
あ
り
、「
今
」

そ
こ
に
惹
き
つ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
問
題
で

す
。
そ
う
い
う
「
懐
か
し
さ
」
と
い
う
も
の
を

含
ん
だ
光
景
・
情
景
に
つ
い
て
、
独
歩
は
い
ろ

い
ろ
語
っ
て
い
ま
す
が
、『
武
蔵
野
』
と
い
う
作

品
の
中
で
は
こ
う
述
べ
て
い
ま
す
。 

「
月
は
さ
や
か
に
照
り
、
こ
れ
ら
の
光
景
を

朦
朧

も
う
ろ
う

た
る
楕
円
形

だ
え
ん
け
い

の
う
ち
に
描
き
だ
し
て
、
田

園
詩
の
一
節
の
よ
う
に
浮
か
べ
て
い
る
。
自
分

た
ち
も
こ
の
画
中
の
人
に
加
わ
っ
て
欄ら

ん

に
倚よ

っ

て
月
を
眺
め
て
い
る
と
、
月
は
緩ゆ

る

や
か
に
流
る

る
水
面

み

な

も

に
澄
ん
で
映
っ
て
い
る
。
羽
虫

は

む

し

が
水
を

摶う

つ
ご
と
に
細さ

い

紋も
ん

起
き
て
し
ば
ら
く
月
の
面お

も

に

小
皺

こ

じ

わ

が
よ
る
ば
か
り
。
流
れ
は
林
の
間
を
く
ね

っ
て
出
て
き
た
り
、
ま
た
林
の
間
に
半
円
を
描

い
て
隠
れ
て
し
ま
う
。(

中
略)  

一
種
の
生
活
と

一
種
の
自
然
と
を
配
合
し
て
一
種
の
光
景
を
呈て

い

し
お
る
場
処

ば

し

ょ

を
描
写
す
る
こ
と
が
、
す
こ
ぶ
る

自
分
の
詩
興
を
喚
よ
び
起
こ
す
も
妙
で
は
な
い

か
。
な
ぜ
か
よ
う
な
場
処
が
我
ら
の
感
を
惹ひ

く

だ
ろ
う
か
。
自
分
は
一
言
に
し
て
答
え
る
こ
と

が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
よ
う
な
町ま

ち

外は
ず

れ
の

光
景
は
何
と
な
く
人
を
し
て
社
会
と
い
う
も
の

の
縮
図
で
も
見
る
よ
う
な
思
い
を
な
さ
し
む
る

か
ら
で
あ
ろ
う
。
言
葉
を
換
え
て
い
え
ば
、
田

舎
の
人
に
も
都
会
の
人
に
も
感
興
を
起
こ
さ
し

む
る
よ
う
な
物
語
、
小
さ
な
物
語
、
し
か
も
哀

れ
の
深
い
物
語
、
あ
る
い
は
抱
腹

ほ
う
ふ
く

す
る
よ
う
な

物
語
が
二
つ
三
つ
そ
こ
ら
の
軒
先
に
隠
れ
て
い

そ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
」
。 

 

「
一
種
の
生
活
と
一
種
の
自
然
と
を
配
合
し
て

一
種
の
光
景
を
呈
し
お
る
場
処
」 

こ
れ
は
武
蔵
野
と
い
う
地
の
光
景
を
描
い
て

い
る
の
で
、
そ
の
ま
ま
こ
の
更
級
・
姨
捨
の
地

に
当
て
は
ま
る
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
基
本
に
あ
る
考
え
方
、「
一
種
の
生
活
と
一
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種
の
自
然
と
を
配
合
し
て
一
種
の
光
景
を
呈
し

お
る
場
処
」「
物
語
、
小
さ
な
物
語
、
し
か
も
哀

れ
の
深
い
物
語
、
あ
る
い
は
抱
腹
す
る
よ
う
な

物
語
が
二
つ
三
つ
そ
こ
ら
の
軒
先
に
隠
れ
て
い

そ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
い
う
よ
う
な
「
場
」
と

し
て
あ
る
が
ゆ
え
に
、
こ
の
詩
興
、
詩
の
味
わ

い
を
呼
び
起
こ
す
こ
と
に
お
い
て
は
、
全
く
同

じ
こ
と
が
言
え
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。 

「
わ
が
心
慰
め
か
ね
つ
更
級
や
姨
捨
山
に
照
る

月
を
見
て
」
と
い
う
歌
、
ま
た
そ
の
歌
が
喚
起

す
る
物
語
や
詩
興
、
こ
の
更
級
・
姨
捨
の
「
場
」

が
、
ま
た
そ
の
「
場
」
の
月
が
、
呼
び
起
こ
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。 

 

ご
静
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

（
文
字
お
こ
し 

長
谷
寺
住
職
・
岡
澤
慶
澄
） 

 

《
了
》 

 


