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一

親
友
と
し
て
の
感
情
が
、
ど
う
か
す
れ
ば
、
先
輩
と
い
ふ
敬
意
を
凌
ぎ
が
ち

に
な
つ
て
ゐ
る
程
睦
し
い
、
私
の
友
伊
波
さ
ん
の
「
組
み
踊
り
」
の
研
究
に
、

口
状
役
を
勤
め
ろ
、
勤
め
よ
う
と
約
束
し
て
か
ら
、
や
が
て
、
足
か
け
三
年

に
な
る
。
其
間
に
、
大
分
書
き
貯
め
た
原
稿
す
ら
、
行
き
方
知
れ
ず
な
る
位
、

長
い
時
の
空
費
と
、
事
の
繁
さ
が
続
い
た
。
今
日
に
な
つ
て
、
書
き
は
じ
め

る
為
の
ぷ
ら
ん
を
立
て
ゝ
見
る
と
、
何
も
か
も
、
他
人
の
説
で
も
受
け
つ
ぐ

様
な
気
分
が
す
る
ば
か
り
、
興
味
の
鈍
つ
て
了
う
て
ゐ
る
の
に
気
が
つ
い
た
。

こ
ん
な
無
感
興
・
認
識
未
熟
の
文
章
が
、
友
の
本
の
情
熱
に
水
を
さ
し
は
す
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ま
い
か
、
と
案
じ
な
が
ら
、
ほ
ん
の
ぷ
ら
ん
を
詞
に
綴
つ
た
と
言
ふ
だ
け
の
、

組
踊
り
成
立
案
を
書
い
て
見
る
。
さ
う
せ
ね
ば
時
間
の
な
い
位
、
も
う
板
行

の
時
が
迫
つ
て
ゐ
る
の
を
知
り
乍
ら
、
う
か
〳
〵
し
て
ゐ
た
事
は
、
申
し
訣

も
な
い
。

か
う
し
た
解
説
文
も
、
今
六
年
以
前
な
ら
、
別
に
其
仁
が
あ
つ
た
の
で
あ
る
。

亡
く
な
つ
た
麦
門
冬
　
末
吉
安
恭
さ
ん
で
あ
る
。
大
正
十
三
年
の
末
、
那
覇

港
大
桟
橋
の
下
に
吸
ひ
つ
け
ら
れ
て
ゐ
た
、
な
き
骸
を
発
見
し
た
と
の
知
ら

せ
を
聞
い
て
、
琉
球
芸
能
史
を
身
を
以
て
、
実
証
研
究
す
る
学
者
は
、
こ
れ

で
空
に
帰
し
た
の
だ
、
と
長
大
息
し
た
事
で
あ
つ
た
。
此
文
章
が
、
伊
波
さ

ん
の
本
の
役
に
立
つ
傍
、
亡
き
南
島
第
一
の
軟
流
文
学
・
風
俗
史
の
組
織
者

　
　
た
る
べ
き
　
　
末
吉
さ
ん
の
為
の
回
向
に
も
な
れ
ば
、
こ
の
上
な
く
嬉
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し
い
と
思
ふ
。

沖
縄
演
劇
史
の
探
究
の
効
果
は
、
決
し
て
、
東
の
海
の
波
が
西
に
越
え
、
西

の
浪
が
東
の
磯
に
う
ち
越
え
る
、
と
言
つ
た
孤
島
を
出
な
い
も
の
で
は
な
い
。

必
、
日
本
の
歌
舞
妓
芝
居
や
、
小
唄
類
の
発
達
過
程
を
示
す
こ
と
に
な
る
と

言
ふ
自
信
だ
け
は
持
つ
て
居
る
。
そ
れ
で
か
う
し
た
文
章
も
、
こ
の
友
の
誂

へ
を
し﹅
ほ﹅
と
し
て
書
い
た
の
で
あ
る
。

南
島
に
お
け
る
演
劇
関
係
の
書
物
は
、
大
抵
、
伊
波
館
長
時
代
の
県
立
図
書

館
の
沖
縄
部
屋
と
も
称
す
べ
き
室
に
、
一
週
間
籠
つ
て
ゐ
る
間
に
、
そ
こ
に

蒐
め
ら
れ
て
ゐ
た
ゞ
け
の
物
は
読
ん
だ
。
だ
が
も
う
、
其
記
憶
も
薄
れ
て
来

て
ゐ
る
。
そ
れ
が
、
首
里
・
那
覇
の
学
問
の
権
威
の
、
こ
の
本
の
為
に
、
提

供
せ
ら
れ
た
資
料
の
前
に
は
、
星
の
光
り
に
も
値
せ
ぬ
事
を
恥
ぢ
る
し
、
又
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沖
縄
人
の
嫌
ふ
、
他
府
県
人
の
い
ら
ざ
る
世
話
や
き
に
も
な
つ
て
、
島
の
彼

方
で
苦
笑
す
る
人
々
の
、
俤
の
浮
ぶ
の
も
堪
へ
ら
れ
ぬ
か
ら
、
さ
う
し
た
引

用
や
、
伊
波
さ
ん
か
ら
貰
う
た
、
沢
山
の
抜
き
書
き
な
ど
は
、
勝
手
な
が
ら

下
積
み
に
さ
せ
て
頂
い
て
、
今
の
場
合
、
忙
し
い
概
念
だ
け
を
綴
る
事
に
し

た
。

　
　
　
　
　
二

沖
縄
の
村
々
・
島
々
の
祭
儀
に
は
、
現
に
原
始
演
劇
的
要
素
　
　
世
界
民
族

一
般
に
窺
は
れ
る
　
　
を
示
す
も
の
が
、
ま
だ
〳
〵
沢
山
に
残
つ
て
ゐ
る
。

時
を
定
め
て
来
臨
す
る
神
、
及
び
、
そ
の
迎
へ
に
出
る
神
と
信
じ
ら
れ
て
ゐ
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る
も
の
は
、
皆
巫
女
の
仮
装
す
る
所
で
あ
る
。
さ
う
し
て
又
、
其
が
巫
女
の

や﹅
つ﹅
し﹅
姿
だ
、
と
さ
へ
知
つ
て
ゐ
る
処
も
、
沢
山
あ
る
。
或
は
既
に
、
巫
女

自
身
の
資
格
に
お
い
て
、
さ
う
し
た
神
事
を
行
ふ
と
考
へ
る
地
方
が
、
却
つ

て
普
通
に
な
つ
て
ゐ
る
。

そ
し
て
、
此
等
は
い
ま
だ
に
、
演
劇
と
し
て
の
立
ち
場
に
入
つ
た
も
の
と
の

自
覚
な
し
に
、
行
は
れ
て
ゐ
る
。
併
し
、
其
中
か
ら
分
化
し
た
演
劇
は
、
夙

く
か
ら
意
識
せ
ら
れ
、
今
も
行
は
れ
て
ゐ
る
。
此
が
、
都
で
は
「
組
み
踊
り

」
、
地ム
方ラ
で
は
「
村
踊
り
」
と
言
は
れ
て
ゐ
る
、
二
種
の
も
の
で
あ
る
。

  

玉    

城  

タ
マ
グ
ス
ク

朝
薫
の
天
才
が
、
組
踊
り
の
芸
能
を
、
享
保
年
中
に
な
つ
て
、
創

造
し
た
と
は
信
じ
ら
れ
な
い
。
又
、
先
進
日
本
の
能
・
歌
舞
妓
が
、
島
の
宮

廷
の
式
楽
に
飜
作
せ
ら
れ
た
も
の
と
も
思
は
れ
な
い
。
さ
う
し
た
「
忽
然
」
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を
考
へ
る
事
の
、
不
都
合
な
幾
多
の
例
蹤
を
、
私
は
見
て
ゐ
る
。
猿
楽
能
の
、

元
曲
か
ら
案
出
せ
ら
れ
た
も
の
と
す
る
説
な
ど
が
、
其
で
あ
る
。
縷
説
は
避

け
る
で
あ
ら
う
。
が
尠
く
と
も
、
長
い
種
族
生
活
過
程
の
顧
み
を
閑
却
し
た

も
の
、
と
言
ふ
こ
と
は
出
来
る
。

首
里
宮
廷
を
考
へ
る
の
に
、
京
都
の
禁
裡
を
思
ひ
浮
べ
て
は
な
ら
な
い
。
又
、

江
戸
柳
営
を
頭
に
置
い
て
も
、
比
論
は
成
り
立
ち
難
い
。
ま
づ
大
々
名
の
家

庭
に
、
将
軍
家
の
生
活
気
分
を
加
味
し
た
位
の
考
へ
方
が
、
ほ
ん
と
う
だ
ら

う
と
思
ふ
。
其
ほ
ど
、
気
易
い
処
が
あ
つ
た
の
を
思
は
ね
ば
、
民
間
風
と
、

宮
廷
風
と
の
交
渉
ぐ
あ
ひ
が
、
察
せ
ら
れ
な
い
。
離
宮
に
作
つ
た
瓢
を
、
那

覇
の
市
に
売
り
出
し
て
、  

王    

様    

瓢  

ワ
ウ
ガ
ナ
シ
チ
ブ
ル

の
名
を
伝
へ
た
王
も
あ
る
。
城
内

に
大
穴
を
穿
つ
て
、
そ
こ
に
優
人
を
喚
ん
で
、
遊
楽
に
耽
つ
た  

城    

人  

グ
ス
ク
ン
チ
ユ
な
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る
、
大
奥
の
女
中
め
い
た
も
の
も
あ
つ
た
。
か
う
言
つ
た
宮
廷
と
、
里
方
と

の
交
渉
は
、
首
里
の
芸
能
と
、
地ム
方ラ
の
民
俗
芸
術
と
の
間
に
、
相
互
作
用
を

容
易
な
ら
し
め
た
の
で
あ
る
。

宮
廷
に
お
い
て
、
王
の
為
に
、
楽
を
奏
し
技
を
行
ふ
事
を
、
貴
族
・
士
分
の

副
職
分
と
い
ふ
様
に
考
へ
、
男
の
芸
能
に
精
出
し
て
、
上
流
人
の
面
目
と
す

る
風
を
な
さ
し
め
た
。
此
が
、
其
等
貴
族
士
分
の
郷
貫
に
ま
で
及
ん
で
、
遂

に
所
謂
男
逸
女
労
の
外
貌
を
、
全
く
整
へ
さ
せ
る
方
に
導
い
た
の
で
あ
る
。

か
う
し
た
人
々
の
芸
能
と
関
聯
し
て
ゐ
る
も
の
は
、
地
方
の
間
切
々
々
特
有

の
曲
節
・
舞
踊
を
伴
う
た
詞
章
で
あ
つ
た
。
其
が
、
次
第
に
宮
廷
に
這
入
つ

て
行
つ
た
の
で
あ
る
。
此
が
所
謂
「
ふ
し
」
な
る
も
の
ゝ
、
正
式
な
意
義
で

あ
る
。
地
方
の
国
邑
名
の
冠
す
る
ふ
し
に
伴
ふ
踊
り
が
、
其
間
切
や
、
村
の
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雑
多
な
舞
踊
の
中
か
ら
、
精
選
せ
ら
れ
た
も
の
な
る
こ
と
も
考
へ
ら
れ
る
。

今
の
琉
歌
の
発
生
は
、
速
断
は
出
来
ぬ
が
、
伊
波
さ
ん
の
研
究
に
よ
る
と
、

「
お
も
ろ
双
紙
」
に
も
、
そ
の
俤
は
あ
る
様
で
あ
る
。
巫
女
の
呪
詞
に
伴
ふ

鎮
舞
ア
ソ
ビ
か
ら
出
て
、
小
曲
の
舞
踊
の
出
来
る
径
路
は
知
れ
る
。
長
章
・
小
曲
を

踊
る
行
事
が
、
次
第
に
祝
言
の
座
の
余
興
と
な
つ
て
来
る
。
こ
の
小
曲
が
、

地
方
の
巫
女
の
口
か
ら
、
相
聞
唱
和
の
歌
と
な
つ
て
出
て
来
る
。
恩
納
節
そ

の
他
が
、
「
恩
納
な
び
い
」
の
発
唱
に
よ
る
も
の
と
す
る
説
も
、
概
念
的
に

は
、
琉
歌
成
生
・
展
開
の
暗
示
と
な
る
。
古
い
お
も
ろ
の
類
の
あ
そ
び
と
、

新
し
い
ふ
し
の
踊
り
と
の
区
別
は
、
踊
り
て
の
上
に
も
あ
つ
た
。
女
性
の
舞

踊
か
ら
出
た
ふ
し
は
、
男
を
原
則
と
す
る
様
に
な
つ
た
。
女
性
の
踊
り
は
其

伝
襲
に
重
き
を
置
く
物
に
の
み
残
つ
た
。
又
男
舞
ひ
を
模
倣
す
る
意
義
に
於
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て
、
遊
女
の
間
に
も
行
は
れ
た
。

お
も
ろ
は
後
代
程
、
ま
づ
国
王
の
果
報
を
、
次
に
村
邑
の
幸
福
を
祈
る
様
に

な
つ
て
ゐ
る
。
其
表
現
法
は
、
此
あ
そ
び
の
首
里
宮
廷
に
対
す
る
誓
約
を
兼

ね
て
、
奏
せ
ら
れ
た
も
の
な
る
事
を
示
す
。
此
が
短
章
と
な
つ
て
、
恋
愛
味

を
離
れ
て
来
る
と
、
や
は
り
国
王
の
為
の
賀
寿
に
傾
く
の
で
あ
る
。
さ
う
で

な
く
と
も
、
恋
愛
詞
章
な
ら
、
恋
愛
詞
章
な
り
に
、
其
効
果
は
、
国
王
を
祝

福
す
る
と
考
へ
る
信
仰
が
あ
つ
た
。
国
邑
の
古
い
神
事
歌
以
来
の
も
の
だ
か

ら
で
あ
る
。
か
う
言
ふ
祝
賀
の
趣
き
に
専
ら
に
な
つ
て
ゐ
る
ふ
し
踊
り
に
、

大
き
な
影
響
を
与
へ
た
も
の
は
、
千
秋
万
歳
を
祝
す
る
芸
能
の
渡
来
で
あ
る
。

日
本
ヤ
マ
ト
の
為
政
者
や
、
記
録
家
の
知
ら
ぬ
間
に
、
幾
度
か
、
七
島
の
海
中
ト
ナ
カ
の
波

を
凌
い
で
来
た
、
下
級
宗
教
家
の
業
蹟
が
、
茲
に
見
え
る
の
で
あ
る
。
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念
仏
宗
の
地
盤
の
、
既
に
出
来
て
ゐ
た
上
に
、  

袋    

中  

タ
イ
チ
ユ
ウ

の
渡
海
が
あ
つ
た

も
の
と
見
て
よ
い
。
浄
土
宗
の
布
教
は
、
実
に
行
き
届
い
て
ゐ
た
。
地
理
的

に
階
級
的
に
、
忘
れ
ら
れ
た
未
信
者
の
あ
り
か
を
、
追
求
し
て
止
ま
な
か
つ

た
。
此
宗
旨
が
純
化
す
る
に
従
う
て
、
他
派
の
例
を
逐
う
て
、
奴
隷
階
級
の

布
教
者
が
出
来
た
。
こ
れ
が
、
浄
土
の  

念    

仏  

ギ
ヨ
ウ
ギ
ヨ
ク
聖
で
あ
る
。
時
に
は
、
新

興
の
禅
宗
の
組
織
を
移
し
て
ゐ
た
部
分
で
は
、 

行  

者 

ア
ン
ジ
ヤ

と
言
う
た
ら
し
い
。

此
念
仏
聖
な
る
布
教
家
も
、
日
本
古
来
の
巡
遊
伝
教
者
の
と
つ
た
方
法
を
守

つ
て
ゐ
た
。
其
は
布
教
と
同
格
に
、
祝
福
芸
能
を
行
う
た
事
で
あ
る
。
唯
念

仏
に
な
る
と
、
祝
福
の
外
に
、
悪
霊
退
散
を
迫
る
舞
踏
を
持
つ
様
に
な
つ
て

ゐ
た
。
だ
か
ら
、
念
仏
聖
と
は
謂
へ
、
千
秋
万
歳
と
し
て
の
歌
詠
も
、
舞
踏

も
演
じ
る
の
だ
。
又
精
霊
の
物
語
や
、
踊
り
神
中
心
の
、
神
送
り
の
乱
舞
を
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も
行
う
た
。
浄
土
其
他
の
念
仏
に
伴
ふ
、
成
仏
得
道
の
過
去
生
譚
を
も
語
つ

た
。
其
に
連
れ
て
、
い
つ
か
人
形
を
舞
は
す
事
さ
へ
、
招
来
し
た
様
で
あ
る
。

更
に
く
づ
れ
て
は
、
や
ま
と
の
京
の
あ
は
れ
な
草
子
物
語
の
筋
を
、
語
つ
た

事
も
あ
る
ら
し
い
。
其
上
、
現
世
の
為
の
訓
喩
め
い
た
文
句
さ
へ
、
唱
へ
る

様
に
な
つ
た
。
沖
縄
の
念
仏
者
伝
ふ
る
所
の
歌
謡
は
、
宗
教
家
の
も
の
ら
し

く
な
い
も
の
も
、
だ
か
ら
残
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

此
等
の
語
つ
た
浄
土
念
仏
の
説
経
語
り
は
、
や
ま
と
の
神
道
説
経
を
、
南
島

ま
で
も
搬
ん
だ
。
釜
神
の
話
（
組
踊
り
で
は
、
花
売
の
縁
）
な
ど
が
、
其
で

あ
る
。
後
に
は
、
継
子
の
苦
難
を
題
材
と
す
る
、 

京 

太 

郎 

チ
ヨ
ン
ダ
ラ

を
多
く
演
じ
た

為
に
、
演
者
自
身
の
祖
先
が
、
や
ま
と
の
京
か
ら
流
離
し
た
、
京
の
小
太
郎

だ
と
さ
へ
考
へ
ら
れ
た
。
春
は
、
万
歳
・
京
太
郎
を
以
て
、
島
中
を
祝
福
し
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て
廻
つ
た
。
今
こ
そ
、
行
者
村
は
特
殊
待
遇
を
享
け
て
ゐ
る
が
、
盛
ん
に
渡

つ
て
来
た
当
時
は
、
必
、
村
邑
の
豪
家
に
、
喜
び
迎
へ
ら
れ
た
も
の
に
相
違

な
い
。

今
日
行
は
れ
る
若
衆
踊
り
を
見
る
と
、
凡
そ
は
万
歳
系
統
の
も
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
一
行
中
の
若
衆
の
演
芸
種
目
は
、
略
、
察
せ
ら
れ
る
。
踊
る
も
の

は
、
主
と
し
て
若
衆
で
あ
つ
た
の
で
あ
ら
う
。
江
戸
期
に
近
づ
く
に
連
れ
て
、

さ
う
し
た
形
を
整
へ
る
事
に
な
つ
て
来
た
も
の
、
と
思
う
て
よ
い
様
だ
。

念
仏
者
の
行
ふ
す
べ
て
の
行
儀
・
芸
能
を
籠
め
て
、  

念    

仏  

ギ
ヨ
ウ
ギ
ヨ
ク
と
称
へ
、
盂

蘭
盆
会
か
ら
初
つ
て
、
初
春
の
祝
言
に
ま
で
、
用
ゐ
ら
れ
る
様
に
な
つ
た
の

を
、
多
少
、
劇
的
の
進
行
を
備
へ
た
も
の
で
あ
つ
た
。
貴
人
・
士
分
の
者
ま

で
行
ふ
様
に
な
つ
た
。
此
が
、
村
を
ど
り
の
古
形
な
る
、
に
せ
念
仏
で
あ
る
。
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似﹅
せ﹅
と
解
す
れ
ば
、
念
仏
も
ど
き
の
芸
能
と
い
ふ
事
に
な
る
が
、
私
は
、
伊

波
さ
ん
の
賛
成
を
得
て
、
若ニ
衆セ
念
仏
だ
と
考
へ
て
居
る
。
こ
れ
は
、
朝
薫
出

現
の
前
に
も
言
う
た
語
で
あ
ら
う
。
組
踊
り
と
念
仏
と
の
関
係
を
、
更
に
内

容
に
見
る
。
万
歳
敵
討
の
主
人
公
が
、
念
仏
者
自
身
な
の
は
、
意
義
が
あ
る
。

現
当
二
世
の
親
の
慈
愛
や
、
孝
養
を
説
く
二
童
敵
討
そ
の
他
の
仇
討
物
や
、

狂
女
物
・
継
母
物
は
皆
、
今
も
念
仏
者
の
謡
ふ
唱
文
の
主
題
だ
。
か
う
し
た

物
の
原
型
の
、
村
踊
り
を
統
一
し
た
の
が
、
更
に
分
化
し
て
、
神
能
・
蔓
・

修
羅
・
祝
言
な
ど
に
、
各
近
づ
い
て
ゐ
た
の
を
、
能
楽
が
現
れ
て
、
意
識
上

の
事
と
し
た
の
で
あ
る
と
思
ふ
。

　
　
　
　
　
三
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玉
城
の
現
れ
て
か
ら
後
、
そ
の
競
争
者
及
び
、
追
随
者
の
業
蹟
に
到
る
ま
で

の
観
察
は
、
他
の
方
々
の
研
究
に
任
せ
る
。
其
代
り
、
方
々
の
お
残
し
に
な

つ
て
ゐ
る
筈
の
、
琉
球
演
劇
　
　
歌
劇
と
言
ふ
方
が
ふ
さ
は
し
い
　
　
の
発

生
を
髣
髴
せ
し
め
て
ゐ
る
村
を
ど
り
を
、
考
へ
て
見
る
で
あ
ら
う
。

沖
縄
教
育
の
先
輩
、
名
護
小
学
校
長
島
袋
源
一
郎
さ
ん
が
、
ま
だ
県
視
学
で

あ
つ
た
当
時
、
鉄
道
開
通
祝
ひ
の
村
を
ど
り
が
、
新
停
車
場
の
あ
る
、
そ
ち

こ
ち
の
村
で
行
は
れ
た
。
私
は
誘
は
れ
て
、
其
一
つ
の
祝
賀
場
に
宛
て
ら
れ

た
大
嶺
村
の
小
学
校
の
、
焦
げ
つ
く
様
な
校
庭
で
、
朝
か
ら
八
つ
さ
が
り
ま

で
、
や
ま
と
の
旅
人
と
し
て
、
相
伴
の
見
物
を
し
た
。
さ
う
し
て
、
今
言
ふ

村
を
ど
り
に
は
、
段
々
芸
尽
し
と
い
ふ
や
う
な
形
で
、
あ
る
時
代
の
村
人
の
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知
つ
た
限
り
の
芸
が
、
持
ち
こ
ま
れ
て
、
複
雑
に
な
つ
て
来
て
ゐ
る
事
を
感

じ
た
。
だ
か
ら
古
く
は
、
尠
く
と
も
、
今
よ
り
は
も
つ
と
簡
単
な
形
で
、
行

は
れ
て
ゐ
た
も
の
、
と
思
ふ
外
は
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
尤
、
こ
の
時
は
、

村
を
ど
り
以
外
に
、
相
撲
そ
の
他
の
興
行
も
あ
つ
た
が
、
此
等
臨
時
の
添
へ

物
を
と
り
除
け
て
も
、
尚
、
今
の
村
を
ど
り
は
、
を
ど
り
上
手
を
、
個
人
的

に
使
ひ
過
ぎ
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
う
た
の
で
あ
る
。

私
の
村
を
ど
り
に
つ
い
て
の
知
識
は
、
わ
づ
か
一
回
の
こ
の
経
験
が
、
比
嘉

春
潮
さ
ん
・
島
袋
源
七
さ
ん
な
ど
の
、
生
き
た
愛
に
充
ち
た
説
明
に
よ
つ
て
、

生
か
さ
れ
て
来
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
あ
の
日
は
幸
福
で
あ
つ
た
。
東
島
尻
の

広
々
と
し
た
田
の
面
を
、
鉦
・
太
鼓
で
囃
し
乍
ら
、
一
行
が
練
り
込
ん
で
来

る
は
じ
め
か
ら
、
な
ご
り
を
惜
し
ま
せ
つ
ゝ
、
還
つ
て
行
く
行
列
ま
で
、
見
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て
ゐ
た
の
で
あ
つ
た
。

こ
の
行
事
は
、
実
は
七
月
の
わ
ら
び
み
ち
（
童
満
？
）
の
お
が
ん
（
拝
み
＞

お
願
）
に
行
ふ
事
で
あ
つ
た
。
こ
の
斎
日
の
本
義
は
、
村
の
若
者
を
作
る
成

年
戒
の
日
に
、
兼
ね
て
二
度
目
の
農
作
を
、
祝
福
す
る
も
の
で
あ
つ
た
ら
し

い
の
で
あ
る
。
先
島
諸
島
の
例
を
見
る
と
、
成
年
授
戒
の
日
と
農
村
祝
福
と

は
、
お
な
じ
日
の
同
じ
行
事
の
中
に
含
ま
れ
て
ゐ
る
。
八
重
山
離
島
を
は
じ

め
と
し
て
、
其
風
俗
を
移
し
た
石
垣
島
の
二
三
个
村
の
「
あ
か
ま
た
・
く
ろ

ま
た
（
又
、
あ
を
ま
た
）
」
の
所
作
を
見
て
も
知
れ
る
。
遠
来
の
神
の
居
る

間
に
、
新
し
く
神
役
　
　
寧
、
神
に
扮ナ
る
　
　
を
勤
め
る
様
に
な
つ
た
未
受

戒
の
成
年
に
戒
を
授
け
て
、
童
ワ
ラ
ベの
境
涯
か
ら
脱
せ
し
め
る
神
秘
を
、
行
う
て

置
く
の
で
あ
つ
た
。
こ
の
遠
来
神
の
行
列
は
、  
長    

者  
チ
ヤ
ウ
ジ
ヤ

の  

大    

主  

ウ
フ
シ
ユ
ウ

と
言
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ふ
、
仮
装
し
た
人
を
先
に
立
て
ゝ
、
そ
の
長
男
と
伝
へ
ら
れ
て
ゐ
る
親
雲
上

ペ
イ
チ
ン

　
　
実
は
、
そ
の
地
の
豪
族
を
示
す
も
の
ら
し
い
　
　
そ
の
他
、
を
ど
り
の

人
衆
が
、
夫
々
わ
り
宛
て
ら
れ
た
役
目
の
服
装
を
し
た
、
風
流
フ
リ
ウ
姿
で
従
ふ
の

で
あ
る
。

此
は
、
全
く
や
ま
と
本
土
に
も
、
室
町
・
戦
国
を
頂
上
と
し
て
、
前
後
に
永

く
行
は
れ
て
ゐ
て
、
「
風
流
」
と
呼
ば
れ
た
仮
装
行
列
で
あ
つ
た
。
唯
役
々

が
皆
、
現
代
人
で
は
な
い
が
、
役
者
は
人
間
だ
、
と
い
ふ
考
へ
を
持
つ
て
ゐ

る
。
だ
が
此
は
、
八
重
山
の
盆
祭
り
に
出
て
来
る
あ
ん
が
ま
あ
群
行
の
伝
承

を
参
考
し
て
見
る
と
、
他
界
の
霊
物
だ
と
い
ふ
意
識
の
落
ち
た
ま
で
だ
、
と

い
ふ
事
が
明
ら
か
に
な
る
。

長
者
の
大
主
、
設
け
の
座
に
直
る
と
、
改
め
て
名
の
り
　
　
炉
辺
叢
書
「
山
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原
の
土
俗
」
参
照
　
　
を
し
て
、
祝
福
せ
ら
れ
た
生
活
を
感
謝
し
、
更
に
多

く
の
一
行
が
、
皆
自
分
の
子
孫
な
る
こ
と
の
果
報
を
述
べ
る
。
此
は
、
遠
来

の
神
が
、
土
地
農
作
を
祝
福
し
、
又
一
行
の
伴
神
の
、
か
く
の
如
く
数
多
き

を
喜
び
誇
る
言
ひ
立
て
の
、
合
理
的
変
化
で
あ
る
。
か
う
い
ふ
変
化
が
起
る

と
、
当
然
遠
来
の
神
が
、
別
に
登
場
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
中
頭
・
国
頭
の
村
々

で
は
、
儀
来
ニ
ラ
イ
の
大
主

ウ
フ
ヌ
シ
な
る
神
が
、
次
に
現
れ
る
事
に
な
つ
て
ゐ
る
処
も
、
多

い
や
う
で
あ
る
。
ま
づ
長
者
の
大
主
の
長
子
親
雲
上
が
立
つ
て
、
扇
を
あ
げ

て
招
く
と
、
神
の
国
の
穀
物
の
種
を
携
へ
た
、
儀
来
の
大
主
が
出
て
、
村
・

家
・
作
物
の
祝
言
を
述
べ
て
去
る
。

其
に
次
い
で
、
定
式
と
し
て
行
は
れ
る
も
の
は
、
狂
言
で
あ
る
。
此
は
、
其

村
々
特
有
の
小
喜
劇
で
あ
る
。
そ
の
後
は
、
を
ど
り
に
な
る
の
で
、
年
と
場
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合
と
に
よ
つ
て
、
い
ろ
〳
〵
の
変
更
は
あ
る
が
、
狂
言
だ
け
は
、
正
式
に
固

有
の
狂
言
を
守
つ
て
ゐ
る
。
ひ
つ
く
る
め
て
言
ふ
と
、
人
事
の
滑
稽
な
、
争

闘
後
の
解
決
を
意
味
す
る
も
の
か
ら
、
分
化
し
た
も
の
ら
し
い
。
此
は
必
し

も
、
能
狂
言
の
影
響
と
は
見
ら
れ
な
い
。
狂
言
と
し
て
は
、
後
に
は
、
歌
舞

妓
の
「
物
ま
ね
狂
言
づ
く
し
」
が
あ
り
、
殆
並
行
し
た
も
の
と
思
は
れ
る
も

の
に
、
壬
生
狂
言
が
あ
る
。
南
島
へ
も
渡
つ
た
念
仏
の
、
あ
る
分
派
の
芸
能

に
も
、
狂
言
は
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
其
後
が
踊
り
に
な
る
と
、
変
遷
甚
し
く
、

段
々
、
曲
目
に
変
化
が
あ
り
、
都
会
風
や
他
村
の
も
の
を
模
し
た
の
が
、
次

第
に
殖
え
て
行
つ
て
、
芸
づ
く
し
の
姿
を
と
る
事
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。

儀
来
河
内

ニ
ラ
イ
カ
ナ
イ
・
お
ぼ
つ
か
ぐ
ら
・
な
る
こ
て
る
こ
・
ま
や
な
ど
称
す
る
、
遥
か

な
国
か
ら
来
臨
す
る
神
及
び
伴
神
は
、
青
年
の
扮
す
る
所
で
あ
つ
た
。
が
、
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次
第
に
、
そ
の
神
に
常
仕
す
る
村
の
巫
女
が
、
神
意
を
聴
き
、
時
と
し
て
は

神
と
な
る
と
考
へ
る
様
な
、
信
仰
形
式
の
変
化
も
、
琉
球
国
の
各
地
の
諸
事

由
来
記
の
伝
承
以
前
に
、
既
に
、
行
は
れ
は
じ
め
た
。
だ
か
ら
、
男
が
稀
に

聖
役
に
与
る
事
が
あ
つ
て
も
、
神
に
扮
す
る
者
は
、
巫
女
と
な
り
替
つ
た
。

琉
球
神
道
は
、
早
く
既
に
神
を
失
う
て
、
神
に
仕
へ
る
者
を
、
神
と
仰
ぐ
様

に
な
つ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
か
う
言
ふ
風
に
な
る
と
、
ど
う
し
て
も
、
村
々

の
若
衆
の  

男    

神  

ヰ
キ
イ
ガ
ミ

と
し
て
の 
神  

業 
カ
ミ
ワ
ザ

の
、
全
部
芸
能
に
傾
い
て
来
る
の
は
、

当
然
で
あ
る
。
村
を
ど
り
を
以
て
、
巫
女
の
み
が
神
幸
を
ま
ね
び
、
神
あ
そ

び
を
行
ふ
以
前
か
ら
、
伝
つ
た
神
事
芸
能
だ
と
見
る
の
は
、
此
為
で
あ
る
。

こ
の
村
を
ど
り
が
、
地
方
的
に
特
殊
の
発
達
を
す
る
中
に
、
あ
る
間
切
・
あ

る
村
の
も
の
が
、
づ
ぬ
け
て
芸
能
価
値
を
発
揮
す
る
様
に
な
つ
て
来
る
。
其
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に
は
、
沖
縄
の
伝
承
に
も
あ
る
様
に
、
地
方
的
の
天
才
の
出
現
が
、
あ
つ
た

に
違
ひ
な
い
。
さ
う
で
な
く
と
も
、
さ
う
し
た
飛
躍
者
を
想
像
さ
せ
る
ほ
ど
、

あ
る
地
方
の
ふ
し
・
踊
り
・
狂
言
が
、
抜
け
駈
け
の
進
歩
を
す
る
。

首
里
宮
廷
で
、
巫
女
の
神
遊
を
定
期
に
く
り
返
す
の
は
、
極
め
て
古
い
事
で

あ
る
。
だ
が
、
男
神
な
る
若
衆
の
仮
装
群
行
が
、
王
宮
に
練
り
入
つ
て
、
雑

技
を
演
ず
る
風
も
、
古
く
か
ら
盂
蘭
盆
に
接
す
る
、
満
月
の
夜
に
は
行
は
れ

て
ゐ
た
。
尠
く
と
も
、
尚
王
家
中
山
国
建
設
以
前
か
ら
あ
つ
た
、
民
間
伝
承

に
違
ひ
な
い
。
此
は
、
盆
祭
り
と
習
合
せ
ら
れ
た
形
で
、
其
前
は
、
満
月
の

夜
を
、
三
秋
の
中
に
択
ん
だ
の
で
あ
ら
う
。
宮
廷
の
仲
秋
宴
・
重
陽
宴
な
ど

も
、
盆
の 

練  

道 

レ
ン
ダ
ウ

に
似
て
、
而
も
齢
高
い
聖
者
の
登
場
を
、
第
一
と
し
て
ゐ

る
。
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か
う
し
て
見
る
と
、
元
か
ら
あ
つ
た
村
を
ど
り
の
、
念
仏
踊
り
に
惹
き
込
ま

れ
て
行
つ
た
形
が
窺
は
れ
る
。
同
時
に
、
村
踊
り
の
、
組
踊
り
と
な
つ
た
径

路
の
見
当
も
つ
く
訣
だ
。
狂
言
は
、
村
の
下
世
話
の
写
実
だ
か
ら
、
其
ま
ゝ

移
し
て
、
宮
廷
に
は
演
じ
な
か
つ
た
ら
う
。
そ
れ
に
は
、
散
文
の
口
語
を
以

て
唱
和
す
る
も
の
を
、
正
楽
と
認
め
る
事
が
、
出
来
な
か
つ
た
為
も
あ
ら
う
。

律
語
脈
の
古
語
で
、
科
白
を
綴
つ
た
、
狂
言
の
高
踏
的
に
な
つ
た
も
の
が
、

現
れ
て
来
ね
ば
な
ら
ぬ
。
即
、
由
来
記
・
家
譜
等
に
残
る
誇
る
べ
き
地
方
伝

説
に
、
人
情
味
を
加
へ
た
物
が
、
出
来
た
訣
で
あ
る
。
而
も
、 

神  

遊 

シ
ン
イ
ウ

か
ら

出
た
芸
能
で
あ
る
為
に
、
顔
面
表
情
は
固
よ
り
、
し
ぐ
さ
・
ふ
り
ご
と
を
採

用
す
る
に
は
、
困
難
な
事
情
が
考
へ
ら
れ
る
。
宮
廷
や
、
按
司
一
族
と
の
交

渉
が
尠
け
れ
ば
、
狂
言
の
方
の
要
素
が
、
濃
く
な
つ
た
ら
う
。
さ
う
す
る
と
、
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科
白
に
伴
ふ
動
作
表
情
を
主
と
す
る
劇
が
、
出
来
る
は
ず
で
あ
つ
た
。
だ
が
、

さ
う
は
進
ま
な
い
で
、
歌
謡
と
不
即
不
離
の
、
舞
踊
劇
の
方
に
趨
い
た
。

演
劇
的
組
織
の
基
本
に
な
る
も
の
は
、
有
力
な
登
場
者
の
名
の
り
に
は
じ
ま

つ
て
、
更
に
、
あ
ど
役
と
の
対
話
に
移
り
、
所
作
あ
つ
て
後
、
退
場
と
い
ふ

形
式
で
あ
る
。
此
だ
け
が
備
つ
て
居
れ
ば
、
い
く
ら
で
も
複
雑
化
し
て
、
劇

の
姿
を
構
成
し
て
行
く
事
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
日
本
の
芸
能
は
、
大
な
り

小
な
り
、
此
形
だ
け
は
保
つ
て
ゐ
る
。
沖
縄
で
い
ふ
と
、
長
者
の
大
主
・
親

雲
上
そ
の
他
の
控
へ
た
座
へ
、
儀
来
の
大
主
の
臨
ん
で
、
科
白
所
作
あ
つ
て

去
る
形
で
あ
る
。

巫
女
の
託
遊
し
た
あ
そ
び
ば
か
り
か
ら
は
、
組
踊
り
の
成
立
の
過
程
は
思
は

れ
な
い
。
村
踊
り
が
、
組
踊
り
の
基
礎
を
な
し
て
ゐ
る
と
考
へ
る
。
組
踊
り
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は
、
以
前
狂
言
と
謂
は
れ
た
事
も
あ
る
。
此
は
、
村
踊
り
か
ら
、
発
生
し
た

も
の
な
る
事
を
示
す
。
だ
か
ら
、
村
踊
り
か
ら
出
て
、
宮
廷
舞
踊
と
し
て
行

は
れ
た
ふ
し
が
、
実
は
、
村
を
ど
り
の
間
に
発
達
し
た
如
く
、
其
複
合
組
織

せ
ら
れ
た
も
の
が
、
組
踊
り
な
の
で
あ
る
。

飜
つ
て
、
お
も
ろ
の
託
遊
に
つ
い
て
考
へ
て
も
、
歴
史
上
の
事
実
ら
し
い
も

の
を
感
じ
さ
せ
る
内
容
の
あ
る
も
の
に
は
、
次
第
に
、
多
少
の
表
出
ら
し
い

も
の
を
、
加
へ
て
来
ね
ば
な
ら
ぬ
素
地
が
あ
る
。
併
し
、
さ
う
し
た
方
向
に

趣
か
ず
に
、
堅
く
無
表
出
を
守
つ
て
ゐ
た
の
が
、
託
遊
で
あ
ら
う
。
此
が
多

少
、
詞
章
の
意
識
を
持
つ
と
、
舞
踊
劇
と
し
て
の
道
が
開
け
る
。
お
も
ろ
　

　
あ
そ
び
を
伴
ふ
　
　
に
次
ぐ
も
の
は
、
概
念
的
に
は
　
　
沖
縄
の
用
例
か

ら
見
れ
ば
、
複
雑
な
考
へ
は
な
り
立
た
う
が
　
　
こ
い
な
と
あ
や
ご
と
に
分
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れ
る
だ
ら
う
。
一
つ
は
、
祝
意
を
こ
め
た
詞
章
と
其
群
舞
、
一
つ
は
叙
事
詩

に
よ
つ
て
、
　
　
信
仰
的
の
意
義
を
忘
れ
た
　
　
多
少
ふ
り
を
交
へ
、
又
其

を
忘
れ
た
歌
詞
で
あ
る
。

あ
や
ご
は
、
今
は
宮
古
島
に
の
み
栄
え
て
、
外
に
は
衰
へ
た
が
、
此
は
、
小

曲
の
琉
歌
の
抒
情
気
分
が
、
古
風
な
叙
事
詩
を
征
服
し
た
為
で
あ
る
。
あ
や

ご
は
、
叙
事
を
本
位
と
し
て
も
、
無
表
情
で
あ
る
。
琉
歌
は
、
其
成
立
の
歴

史
を
思
ふ
時
、
直
に
其
作
者
の
感
激
が
、
胸
に
生
き
て
来
る
。
お
も
ろ
か
ら

あ
や
ご
に
展
開
し
な
か
つ
た
間
切
・
村
に
は
、
伝
説
を
背
景
と
し
た
ふ
し

（
風
）
が
、
古
人
の
情
念
を
伝
へ
る
も
の
と
信
じ
て
、
歌
舞
せ
ら
れ
た
。
此

ふ
し
が
次
第
に
、
琉
歌
形
式
に
統
一
せ
ら
れ
て
行
つ
た
。
あ
や
ご
風
に
傾
け

ば
、
物
語
歌
の
伴
奏
と
も
言
ふ
べ
き
曲
節
を
表
現
す
る
、
ふ
り
ご
と
と
な
つ
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た
ら
う
が
、
琉
歌
を
原
則
と
す
る
様
に
な
つ
た
の
で
、
抒
情
的
な
気
分
を
加

へ
て
行
つ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
四

村
を
ど
り
の
古
い
形
式
の
も
の
と
、
間
切
・
村
の
ふ
し
と
の
関
係
を
説
い
た

が
、
さ
う
し
た
儀
礼
に
行
は
れ
た
舞
踊
が
、
其
ま
ゝ
独
自
の
発
達
を
遂
げ
た

も
の
で
あ
ら
う
か
。
私
は
用
意
し
て
お
い
た
、
念
仏
及
び
能
・
歌
舞
妓
の
影

響
を
、
説
く
機
会
に
達
し
た
。

舞
踊
と
し
て
の
鑑
賞
や
、
細
部
の
研
究
は
、
外
に
ふ
さ
は
し
い
方
々
が
あ
る
。

南
島
本
来
の
式
と
、
や﹅
ま﹅
と﹅
伝
来
の
舞
踏
を
意
味
し
た
の
が
、
語
原
ら
し
い
。
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従
つ
て
其
踊
り
の
、
や
ま
と
に
於
け
る
評
価
以
上
に
尊
重
し
て
、
本
格
の
芸

と
見
た
の
で
あ
ら
う
。
く
み
の
踊
り
が
、
そ
の
後
渡
来
す
る
と
、
や
は
り
珍

重
し
て
、
組
踊
り
を
最
高
の
踊
り
と
し
た
様
な
も
の
で
あ
る
。

琉
球
の
踊
り
は
、
概
し
て
、
や
ま
と
の
緩
か
な
舞
ひ
を
、
南
島
流
の
早
間
に

踊
る
も
の
で
あ
る
。
等
し
く
踊
り
と
言
う
て
も
、
間
を
緩
か
に
す
る
も
の
が

上
品
だ
、
と
考
へ
ら
れ
た
ら
し
く
、
さ
う
し
た
も
の
が
、
次
第
に
殖
え
て
行

つ
た
の
で
あ
ら
う
。
あ
そ
び
は
神
事
、
を
ど
り
は
芸
事
と
言
つ
た
区
劃
が
、

出
来
た
の
ら
し
い
。
だ
が
、
此
は
や
ま
と
の
検
校
流
の
奏
楽
法
や
、
楽
器
な

ど
ゝ
共
に
、
伝
へ
た
後
の
も
の
が
多
か
ら
う
。
其
以
外
、
古
く
這
入
つ
た
千

秋
万
歳
の
こ
と
ほ
ぎ
系
統
に
属
す
る
も
の
が
、
極
め
て
多
く
残
つ
て
ゐ
る
。

其
等
は
皆
や
ま
と
の
万
歳
に
見
ら
れ
ぬ
程
の
早
さ
な
が
ら
、
日
本
の
舞
ひ
ぶ
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り
が
、
其
基
調
に
な
つ
て
ゐ
る
事
は
、
其
服
装
以
上
に
、
明
ら
か
で
あ
る
。

念
仏
聖
の
念
仏
踊
り
や
、
万
歳
舞
ひ
を
見
た
事
は
、
島
人
の
踊
り
の
上
の
、

非
常
な
擾
乱
で
あ
つ
た
。
茲
に
琉
球
の
踊
り
は
、
在
来
の
託
遊
式
の
あ
そ
び

に
近
く
、
而
も
あ
る
観
念
と
、
感
情
と
を
備
へ
た
も
の
ら
し
く
な
つ
た
。
鹿

児
島
と
の
交
渉
が
密
に
な
り
、
江
戸
へ
朝
聘
使
を
送
る
様
に
な
つ
て
、
や
ま

と
音
楽
と
共
に
、
新
し
く
亦
、
舞
ひ
や
踊
り
が
這
入
つ
て
来
た
。
さ
う
し
て
、

第
二
期
の
整
理
が
行
は
れ
た
も
の
と
見
て
よ
い
。
沖
縄
の
踊
り
を
通
じ
て
見

ら
れ
る
も
の
は
、
此
三
種
の
融
合
し
、
或
は
混
淆
し
た
も
の
で
あ
る
。
が
、

其
特
色
と
す
る
所
は
、
手
の
使
ひ
方
・
上
体
の
動
し
方
・
足
の
踏
み
方
・
踊

り
の
間
の
き
ま
り
方
な
ど
に
、
現
れ
過
ぎ
る
程
現
れ
て
ゐ
る
。
此
が
固
有
の

ふ
り
で
あ
る
。
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支
那
舞
踊
の
影
響
は
、
あ
り
さ
う
に
は
思
は
れ
な
い
。
同
様
に
、
能
や
、
歌

舞
妓
の
所
作
事
な
ど
ゝ
の
交
渉
も
、
予
断
せ
ら
れ
て
ゐ
る
ほ
ど
に
は
な
い
、

と
見
て
よ
か
ら
う
。

組
踊
り
で
は
、
出
来
る
だ
け
優
雅
に
と
い
ふ
用
意
を
、
次
第
に
加
へ
て
来
た

為
に
、
劇
舞
踊
と
し
て
の
卑
し
さ
は
、
尠
い
様
で
あ
る
。
か
う
し
て
、
ふ
し

踊
り
以
来
の
品
格
を
崩
す
ま
い
と
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
能
と
所

作
事
・
景
事
と
の
間
に
あ
る
程
の
違
ひ
は
な
い
、
と
言
う
て
よ
い
。
此
も
亦
、

組
踊
り
成
立
の
当
初
か
ら
、
か
う
で
は
な
か
つ
た
と
思
ふ
。

　
　
　
　
　
五
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組
踊
り
の
語
原
と
し
て
信
じ
ら
れ
る
の
は
、
か
う
し
た
劇
舞
踊
を
一
組
と
し

て
勘
定
し
て
、
譬
へ
ば
「
五
組
」
「
三
組
」
な
ど
言
ふ
と
こ
ろ
か
ら
、
演
奏

番
組
の
聯
想
を
持
た
れ
て
ゐ
る
。
能
楽
の
上
の
番
組
を
、
模
倣
し
た
と
考
へ

る
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
其
は
、
後
の
合
理
解
で
、
必
、
語
原
は
別
だ
と
思
ふ
。

端
的
に
言
ふ
と
、
組
唄
の
踊
り
と
言
ふ
事
だ
と
考
へ
て
ゐ
る
。
室
町
以
後
江

戸
の
初
期
へ
か
け
て
、
中
世
以
前
、
上
流
の
専
有
で
あ
つ
た
組
歌
が
、
民
間

に
盛
ん
に
行
は
れ
る
様
に
な
り
、
古
い
琴
歌
キ
ン
カ
は
、
い
つ
し
か
、
新
し
い
組
唄

を
生
じ
、
三
味
線
に
も
組
唄
が
か
け
ら
れ
て
ゐ
た
。
此
一
続
き
の
組
唄
の
謡

は
れ
て
ゐ
る
間
に
、
其
気
分
表
現
を
主
と
す
る
踊
り
が
、
は
や
り
出
し
た
の

で
あ
る
。

組
唄
が
、
古
来
箏
曲
家
の
正
式
、
長
唄
は
、
検
校
家
の
本
格
芸
と
考
へ
ら
れ
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る
様
に
な
つ
て
、
江
戸
に
入
る
。
三
味
線
も
、
利
用
繁
く
な
る
程
、
格
が
低

く
見
ら
れ
て
行
つ
た
が
、
渡
来
の
始
め
は
、
検
校
家
の
琴
の
脇
と
し
て
、
品

高
く
用
ゐ
ら
れ
た
、
は
い
か
ら
な
異
国
楽
器
で
あ
つ
た
。
異
国
楽
譜
に
、
名

高
い
民
間
の
歌
謡
を
合
せ
る
試
み
は
、
平
安
初
期
か
ら
、
盛
ん
に
行
は
れ
た

事
で
、
楽
器
の
音
色
と
、
曲
譜
と
か
ら
来
る
、
耳
馴
れ
た
唄
の
情
調
の
変
化

を
嬉
し
む
心
は
、
今
も
変
り
は
な
い
。
だ
か
ら
三
味
線
に
は
、
琴
の
神
楽
風

を
行
く
古
典
的
な
の
と
違
つ
て
、
催
馬
楽
式
に
、
民
間
の
小
唄
を
合
せ
た
。

そ
し
て
、
琴
の
組
唄
組
織
を
写
し
て
、
小
唄
組
を
作
つ
た
の
で
あ
る
。

茲
に
一
つ
、
考
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
事
は
、
江
戸
期
に
入
つ
て
は
、
三
味
線
の
演

奏
法
が
、
忽
複
雑
多
趣
に
な
つ
た
が
、
始
め
は
、
短
章
か
、
長
く
ば
、
変
化

の
な
い
叙
事
的
な
物
の
外
、
弾
奏
す
る
事
は
出
来
な
か
つ
た
の
で
あ
ら
う
。
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其
は
恐
ら
く
、
琉
球
渡
来
説
の
立
ち
場
か
ら
す
れ
ば
、
琉
歌
の
弾
き
方
と
共

に
、
伝
へ
ら
れ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
さ
す
れ
ば
、
三
味
の
本
式
の
演
奏
は
、

投
げ
節
そ
の
他
の
、
短
章
の
小
唄
を
か
け
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
当
然

琴
同
様
、
組
唄
組
織
を
と
る
形
式
が
、
考
へ
ら
れ
て
来
る
筈
で
あ
る
。
来
歴

を
重
ん
じ
る
芸
道
者
流
に
お
い
て
、
三
味
の
組
唄
に
、
ま
づ
琉
球
組
　
　
組

唄
の
義
　
　
を
据
ゑ
た
の
は
、
琉
球
唄
の
調
子
に
則
つ
た
も
の
ゝ
義
で
、
早

く
這
入
つ
た
琉
球
唄
の
行
は
れ
な
く
な
つ
て
、
其
替
へ
唄
が
行
は
れ
、
其
が

固
定
し
た
も
の
を
元
唄
と
き
め
た
の
で
あ
る
。
さ
す
れ
ば
、
此
組
に
、
最
、

三
味
線
の
古
調
を
存
し
て
ゐ
た
も
の
、
と
思
う
て
さ
し
つ
か
へ
は
な
か
ら
う
。

か
う
し
て
、
新
来
の
楽
器
に
、
小
唄
の
一
群
を
う
つ
し
て
弾
く
組
唄
組
織
が
、

逆
に
、
元
来
た
琉
球
に
戻
る
こ
と
に
な
つ
た
。
さ
う
す
る
と
、
従
来
唯
の
替
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へ
唄
と
し
て
謡
う
た
ふ﹅
し﹅
﹅〳

﹅〵

の
後
作
詞
章
も
、
此
を
列
ね
て
謡
ひ
弾
く
処

に
、
新
し
い
芸
能
的
興
味
の
あ
る
事
が
、
発
見
せ
ら
れ
た
で
あ
ら
う
。

室
町
の
頃
か
ら
盛
ん
に
な
つ
た
の
は
、
小
唄
・
雑
芸
類
が
、
著
し
く
民
俗
芸

術
に
近
づ
い
て
来
た
こ
と
で
あ
る
。
さ
う
し
て
、
第
一
に
現
れ
た
そ
の
結
果

は
、
小
唄
踊
り
で
あ
る
。
は
じ
め
、
同
形
異
詞
の
宗
教
唄
を
、
続
け
て
謡
う

た
の
で
あ
る
。
其
が
次
第
に
、
多
少
形
式
に
変
化
の
あ
る
詞
章
を
も
ま
じ
へ

た
唄
を
組
ん
で
、
謡
ひ
返
す
様
に
な
り
、
小
唄
踊
り
の
文
句
は
、
組
唄
と
し

て
の
自
由
さ
を
持
つ
て
来
た
。

小
唄
踊
り
は
、
は
じ
め
は
信
仰
的
な
も
の
ゝ
多
か
つ
た
の
が
、
其
を
段
々
芸

能
家
が
と
り
こ
ん
で
、
ふ
り
ご
と
・
物
ま
ね
・
あ
て
ぶ
り
の
踊
り
を
演
ず
る

様
に
な
つ
た
。
念
仏
踊
り
の
流
だ
、
と
い
は
れ
る
出
雲
の
お
国
が
、
芸
能
史
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上
、
大
き
な
領
分
を
劃
し
た
の
は
、
此
小
唄
踊
り
を
、
念
仏
踊
り
の
新
し
い

芸
と
し
て
、
挿
ん
だ
為
で
あ
る
。
そ
の
上
、
当
時
男
性
的
な
、
華
美
風
流
生

活
の
代
表
者
と
見
ら
れ
た
、
か
ぶ
き
者
の
物
ま
ね
を
加
へ
た
新
趣
向
が
、
世

間
の
心
に
叶
ひ
、
模
倣
者
を
多
く
出
し
て
、
女
歌
舞
妓
が
、
根
を
固
め
る
事

に
な
つ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
か
ぶ
き
を
ど
り
も
畢
竟
、
小
唄
踊
り
に
連
鎖

的
脚
色
を
加
へ
た
も
の
で
あ
る
。
歌
舞
妓
草
子
と
し
て
伝
へ
ら
れ
た
数
種
の

絵
巻
も
、
皆
小
唄
踊
り
を
写
し
て
ゐ
る
。
だ
か
ら
、
七
月
盆
の
時
期
に
、
都

邑
の
少
女
た
ち
が
行
う
た
、
団
体
的
謹
慎

モ

ノ

イ

ミ

の
間
の
行
事
た
る
群
行
・
群
舞
或

は
、
其
間
の
聖
地
礼
拝
な
ど
か
ら
出
た
民
俗
が
、
大
変
な
結
果
を
生
ん
だ
と

言
へ
よ
う
。

此
小
唄
踊
り
、
即
組
唄
踊
り
が
、
琉
球
の
芸
能
に
亦
、
反
響
せ
ず
に
居
な
か
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つ
た
で
あ
ら
う
。

私
は
、
組
踊
り
の
発
生
が
、
も
つ
と
古
い
と
信
じ
て
ゐ
る
。
尠
く
と
も
、
歌

舞
妓
が
ま
だ
踊
り
で
あ
つ
て
、
演
劇
で
な
か
つ
た
時
代
に
あ
る
と
思
ふ
。
唯

必
し
も
、
組
踊
り
な
る
語
の
記
録
が
、
江
戸
最
初
以
前
に
あ
る
か
を
問
題
に

し
な
い
。
五
組
の
踊
り
が
作
ら
れ
た
時
代
に
は
、
も
う
組
唄
か
ら
脱
し
て
、

早
歌
サ
ウ
ガ
・
連
事
レ
ン
ジ
と
い
ふ
形
を
と
つ
て
了
う
て
ゐ
た
。
謡
曲
の
形
に
近
づ
い
て
ゐ

る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
対
話
を
主
と
し
て
ゐ
る
点
は
、
叙
事
の
多
い
謡
曲
と

の
間
の
、
大
き
な
溝
で
あ
る
。
今
考
へ
る
組
踊
り
よ
り
も
、
古
い
形
が
あ
つ

た
。
其
は
、
多
く
独
白
式
に
小
唄
を
列
ね
て
、
謡
ひ
踊
る
も
の
で
あ
つ
た
と

思
ふ
。
さ
う
し
た
姿
で
と
り
こ
ま
れ
た
、
楽
器
の
伴
ふ
歌
謡
の
気
分
を
、
表

現
す
る
組ク
唄ミ
の
踊
り
が
、
新
し
く
渡
来
し
た
。
此
は
、
お
国
の
例
も
あ
る
か
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ら
、
後
れ
て
渡
海
し
た
、
念
仏
者
の
業
蹟
で
は
な
い
か
と
思
ふ
。
又
、
薩
摩

・
堺
へ
交
易
に
来
た
、
島
人
の
見
覚
え
か
ら
移
し
た
事
も
、
考
へ
ら
れ
て
ゐ

る
の
で
あ
る
。

組ク
唄ミ
の
踊
り
と
い
ふ
、
優
雅
な
音
覚
を
持
つ
た
語
を
以
て
、
此
小
唄
踊
り
を

示
す
習
は
し
が
出
来
て
来
て
も
、
や
は
り
此
に
似
た
組
織
を
持
つ
た
、
に
せ

念
仏
な
る
名
は
、
行
は
れ
て
居
た
の
で
あ
ら
う
。
念
仏
の
語
が
、
次
第
に
卑

賤
な
聯
想
を
伴
ふ
様
に
な
つ
て
、
漸
く
組
踊
り
の
名
が
、
表
に
出
て
来
た
も

の
と
思
ふ
。
で
も
、
其
間
に
、
組
踊
り
の
く
み
な
る
、
抒
情
的
な
組
唄
は
、

次
第
に
律
語
式
な
会
話
に
代
つ
て
居
つ
た
の
で
あ
る
。

組
踊
り
の
詞
章
は
、
南
島
の
知
識
伊
波
さ
ん
に
す
ら
、
説
き
難
い
若
干
の
古

語
を
含
ん
で
ゐ
る
様
で
あ
る
。
そ
れ
等
の
語
の
中
に
は
、
創
作
当
時
、
意
義
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は
知
ら
れ
て
ゐ
て
も
、
既
に
廃
語
と
な
り
か
け
て
ゐ
る
も
の
や
、
或
は
既
に

死
語
に
な
つ
た
雅
言
を
す
ら
、
間
々
交
へ
て
居
た
の
で
は
な
い
か
と
思
ふ
。

此
を
伊
波
さ
ん
は
、
お
も
ろ
双
紙
か
ら
採
つ
た
も
の
と
言
う
て
ゐ
る
。
其
も

あ
る
に
違
ひ
な
い
。
が
其
外
に
、
前
期
組
踊
り
詞
章
の
中
の
、
固
定
し
た
語

句
な
ど
も
あ
り
さ
う
だ
。
此
は
習
慣
的
伝
襲
や
、
見
物
の
知
識
を
利
用
し
て
、

劇
的
効
果
を
収
め
る
方
便
に
用
ゐ
ら
れ
た
為
と
考
へ
て
も
よ
い
。
其
ほ
ど
、

今
残
つ
て
ゐ
る
組
踊
り
は
、
言
語
の
品
位
と
い
ふ
点
に
お
い
て
、
注
意
を
潜

め
て
ゐ
る
様
子
が
見
え
る
。

伊
波
さ
ん
は
、
組
踊
り
に
対
し
て
、
羽ハ
踊
り
の
あ
る
事
を
説
か
れ
た
。
「
く

み
」
と
「
は
」
と
の
対
照
は
、
や
ま
と
移
し
で
あ
る
。
端
唄
踊
り
が
、
正
式

優
雅
な
組
踊
り
の
「
く
づ
れ
」
と
し
て
、
は
を
ど
り
と
言
は
れ
た
ら
し
い
。
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さ
す
れ
ば
、
組
唄
踊
り
の
説
の
旁
証
に
は
な
る
。

渾
沌
時
代
に
、
劇
的
組
織
を
与
へ
た
も
の
は
、
序
開
き
の
神
人
問
答
の
段
で

あ
る
。
之
に
写
実
味
を
加
へ
、
会
話
の
要
素
を
交
へ
た
の
は
、
狂
言
で
あ
る
。

而
も
其
初
め
か
ら
、
組
唄
に
趣
く
べ
き
詞
章
及
び
、
そ
の
舞
ひ
ぶ
り
を
供
給

し
た
の
は
、
ふ
し
と
称
す
る
地
方
的
の
歌
舞
で
あ
る
。
其
上
、
古
く
か
ら
も

新
し
く
も
、
組
踊
り
展
開
の
基
礎
と
な
つ
て
、
変
化
さ
せ
て
来
た
の
は
、
念

仏
者
の
万
歳
舞
ひ
や
、
念
仏
踊
り
、
ひ
よ
つ
と
す
れ
ば
、
其
等
の
人
々
が
持

つ
て
来
た
か
も
知
れ
な
い
、
小
唄
組
の
踊
り
で
あ
る
。
之
を
整
理
し
た
の
は
、

朝
薫
を
代
表
と
す
る
芸
術
家
で
あ
つ
た
。
能
や
歌
舞
妓
が
、
統
一
方
法
と
し

て
は
働
い
て
ゐ
る
、
と
だ
け
は
言
へ
る
。
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六

組
踊
り
の
土
台
に
な
る
物
は
、
尠
く
と
も
江
戸
最
初
に
は
、
既
に
あ
つ
た
と

見
て
よ
か
ら
う
。
江
戸
中
期
の
、
発
達
し
た
歌
舞
妓
の
模
倣
と
は
言
へ
な
い
。

謡
曲
は
、
玉
城
朝
薫
等
の
詞
章
を
作
る
典
型
と
は
な
つ
た
ら
う
が
、
其
か
ら

脱
化
し
た
も
の
で
は
な
い
。
「
執
心
鐘
入
」
其
他
、
其
飜
案
と
と
れ
る
も
の

が
多
い
。
が
、
能
楽
渡
来
以
前
、
既
に
念
仏
者
等
に
よ
つ
て
、
種
々
の
物
語

は
伝
へ
ら
れ
て
居
て
、
根
生
ひ
の
伝
説
ら
し
く
な
つ
て
居
た
事
が
考
へ
ら
れ

る
。
又
、
や
ま
と
の
演
劇
の
筋
に
酷
似
し
た
、
固
有
の
狂
言
や
、
説
話
の
あ

る
の
を
、
誇
り
に
感
じ
た
事
も
あ
ら
う
。
其
場
合
、
改
作
・
新
作
の
脚
色
は
、

ど
う
し
て
も
、
之
に
ひ
き
つ
け
ら
れ
て
行
つ
た
、
と
言
ふ
事
が
あ
る
に
違
ひ
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な
い
。

要
す
る
に
、
能
の
影
響
は
、
組
踊
り
の
純
化
に
役
立
つ
た
位
で
、
能
を
移
し

た
も
の
で
は
な
い
。
謡
曲
は
、
組
踊
り
詞
章
の
整
頓
欲
を
刺
戟
し
た
が
、
演

出
法
の
差
異
が
、
此
を
模
倣
し
き
る
事
の
出
来
な
い
事
を
示
し
た
。
歌
舞
妓

芝
居
と
の
関
係
は
、
そ
の
若
衆
歌
舞
妓
時
代
の
影
響
ら
し
い
も
の
が
感
ぜ
ら

れ
る
が
、
此
と
て
も
、
女
形
の
存
在
や
、
紫
鉢
巻
の
起
す
幻
想
に
過
ぎ
な
い

様
に
思
ふ
。
歌
舞
妓
と
の
交
渉
の
深
い
点
は
、
既
に
述
べ
た
通
り
、
歌
舞
妓

踊
り
時
代
の
も
の
に
在
る
。
唯
、
小
唄
念
仏
の
踊
り
が
、
固
定
し
た
歌
舞
妓

と
認
め
ら
れ
た
後
に
、
渡
つ
た
も
の
と
は
考
へ
ら
れ
ぬ
の
で
あ
る
。
其
前
の

渾
沌
時
代
に
、
念
仏
者
か
、
島
人
か
の
手
に
よ
つ
て
、
組ク
唄ミ
の
踊
り
と
し
て

移
さ
れ
た
も
の
だ
、
と
私
は
考
へ
る
の
で
あ
る
。
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七

役
者
に
女
形
の
あ
る
こ
と
も
、
念
仏
者
の
踊
り
を
習
得
し
た
、
士
分
以
上
の

人
々
が
、
踊
つ
た
為
で
あ
つ
た
。
女
の
あ
そ
び
は
、
祭
時
に
は
勿
論
、
饗
宴

に
も
、
巫
女
と
し
て
の
資
格
で
行
ふ
の
で
あ
つ
た
。
其
以
外
、
享
楽
に
利
用

す
る
事
は
出
来
な
い
。
旁
、
一
種
上
覧
の
為
の
余
興
な
る
組
踊
り
を
踊
る
の

は
、
男
に
限
る
事
に
な
つ
た
の
だ
ら
う
。
け
れ
ど
も
、
沖
縄
の
村
を
ど
り
の

狂
言
の
発
端
は
、
神
・
巫
女
の
代
表
者
と
し
て
択
ば
れ
、
身
に
一
糸
を
も
纏

は
ぬ
若
い
男
女
の
擁
き
踊
り
に
あ
る
ら
し
い
。
さ
う
し
た
村
の
神
事
に
は
、

清
い
男
女
が
出
て
も
、
芸
能
化
し
た
後
は
、
女
の
役
も
、
男
が
せ
ね
ば
な
ら
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な
か
つ
た
。
さ
う
し
て
性
的
演
出
を
、
次
第
に
恋
愛
の
方
に
移
し
て
行
つ
た

も
の
と
見
え
る
。

其
よ
り
も
根
本
的
に
、
村
を
ど
り
は
男
の
み
の
行
事
だ
か
ら
、
狂
言
に
出
る

女
も
、
女
形
を
用
ゐ
る
事
に
な
つ
て
ゐ
た
所
以
を
、
最
初
に
考
へ
ね
ば
な
ら

ぬ
。
今
の
儀
保
松
男
の
様
な
美
し
い
女
形
は
、
内
地
に
も
、
東
西
の
先
輩
の

お
や
ま
が
、
皆
老
境
に
入
つ
た
今
日
、
ち
よ
つ
と
見
あ
た
ら
な
い
。
此
人
を

最
後
の
光
り
に
し
て
、
琉
球
劇
の
女
形
も
な
く
な
つ
て
行
く
の
で
あ
ら
う
。

い
や
、
組
踊
り
自
身
が
、
玉
城
重
朝
や
、
此
人
を
伴
う
て
、
村
を
ど
り
の
発

祥
地
た
る
儀
来
河
内
へ
還
つ
て
了
ふ
、
と
い
ふ
心
細
さ
が
、
早
、
目
睫
の
間

に
迫
つ
て
ゐ
る
。
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八

歌
舞
妓
芝
居
の
型
の
記
録
が
要
望
せ
ら
れ
て
か
ら
、
三
十
年
に
も
な
る
。
さ

う
し
て
此
頃
、
其
が
更
め
て
、
情
熱
を
以
て
唱
導
せ
ら
れ
る
様
に
な
つ
た
。

太
田
朝
敷
さ
ん
の
「
鐘
入
の
型
」
な
ど
が
、
夙
く
用
意
せ
ら
れ
て
ゐ
た
の
を

見
て
、
茲
に
は
更
に
、
末
期
の
迫
つ
た
演
劇
が
あ
つ
た
の
だ
、
と
く
り
返
し

感
じ
た
。
か
う
し
た
型
の
記
録
が
、
現
在
の
組
踊
り
全
部
に
亘
つ
て
、
も
つ

と
細
密
に
行
は
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
は
ず
だ
と
思
ふ
。
此
が
無
為
に
苦
し
む
島
の

有
識
に
と
つ
て
、
一
つ
の
生
き
が
ひ
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
。

伊
波
さ
ん
の
此
本
は
、
か
う
し
た
組
踊
り
の
衰
運
を
輓ひ
き
戻
さ
う
、
と
い
ふ

情
熱
か
ら
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
朝
薫
の
や
ま
と
・
う
ち
な
の
古
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典
詞
章
の
幻
を
、
現
実
の
芸
能
の
上
に
活
し
て
見
よ
う
と
し
て
、
そ
れ
の
成

功
し
た
、
琉
球
劇
の
花
の
時
代
を
、
今
一
度
、
つ
く
／
″
＼
と
顧
み
て
、
な

ご
り
惜
し
み
を
す
る
事
に
な
り
さ
う
な
気
が
す
る
。
寂
し
い
け
れ
ど
も
、
為

方
が
な
い
。
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