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一

今
日
伺
ひ
ま
し
て
、
お
話
を
聴
か
し
て
頂
か
う
と
思
ひ
ま
し
た
処
が
、
か
へ
つ
て
私
が
お
話
を
せ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
事
に
な
り
ま
し
た
。
恋
愛
の
話
は
、
只
今
の
私
に
は
、
最
不
似
合
な
話
で
あ
り
ま
す
。
併しか
し
、

歴
史
的
な
話
で
も
と
い
ふ
の
で
、
何
か
さ
せ
て
い
た
ゞ
き
ま
す
。

此
恋
愛
と
い
ふ
も
の
は
、
段
々
進
化
し
て
、
知
識
的
に
な
つ
て
来
て
居
り
ま
し
て
、
大
分
、
そ
こ
に
遊
び

が
這
入
つ
て
来
て
居
る
。
或
は
、
知
識
的
に
誤
解
が
這
入
つ
て
来
て
居
る
。
若
い
時
分
の
経
験
を
顧
み
ま

す
と
、
男
と
女
と
で
気
持
が
違
ふ
、
感
じ
が
違
ふ
と
い
ふ
事
を
、
良
く
聞
か
さ
れ
て
居
り
ま
す
が
、
恋
愛

で
は
殊
に
そ
れ
が
多
い
様
で
あ
り
ま
す
。
吾
々
の
気
持
か
ら
考
へ
て
見
ま
す
と
、
ど
う
も
男
と
女
と
は
別

々
の
触
覚
を
持
つ
て
居
つ
て
、
別
々
に
違
つ
た
感
じ
方
を
し
て
居
る
と
い
ふ
事
が
あ
り
ま
せ
う
。
誤
解
　

　
ど
う
も
恋
愛
の
感
じ
方
と
い
ふ
も
の
が
男
と
女
と
違
つ
た
も
の
が
あ
る
や
う
に
存
じ
ま
す
。
　
　
其
出

発
点
か
ら
、
知
識
的
の
遊
び
が
入
り
込
ん
で
来
て
居
る
の
だ
ら
う
と
思
ひ
ま
す
が
、
さ
う
い
ふ
知
識
的
の

遊
び
を
知
ら
な
い
時
代
の
、
日
本
人
の
昔
の
恋
愛
の
お
話
を
し
て
見
ま
す
。
此
は
ま
こ
と
に
私
の
身
分
相

応
の
事
と
思
ひ
ま
す
か
ら
…
…
。
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恋
愛
そ
の
も
の
が
、
ま
だ
出
来
な
い
時
代
か
も
知
れ
ま
せ
ぬ
。
純
粋
な
性
欲
時
代
か
も
知
れ
ま
せ
ぬ
。
け

れ
ど
も
そ
こ
は
、
皆
さ
ん
の
お
考
へ
に
お
委
せ
す
る
と
致
し
ま
し
て
、
…
…
古
代
日
本
人
の
恋
愛
の
歌
と

称
す
る
も
の
は
、
ず
ゐ
ぶ
ん
沢
山
伝
は
り
残
つ
て
居
り
ま
す
。
古
事
記
・
日
本
紀
あ
た
り
か
ら
、
万
葉
集

に
到
る
ま
で
、
其
か
ら
其
後
に
も
沢
山
伝
は
り
残
つ
て
居
り
ま
す
。
併
し
、
さ
う
い
ふ
恋
愛
の
歌
と
い
ふ

も
の
は
、
多
く
は
ほ
ん
と
う
の
恋
愛
を
歌
つ
た
り
、
或
は
恋
愛
の
実
感
を
以
て
歌
つ
た
も
の
で
は
な
い
の

で
あ
り
ま
す
。
又
さ
う
い
ふ
生
活
が
あ
つ
て
、
其
生
活
の
上
に
成
り
立
つ
て
来
た
一
種
の
芸
術
で
も
な
い
。

寧
む
し
ろ、
芸
術
に
な
ら
う
と
す
る
空
想
で
あ
り
ま
す
。
其
空
想
で
実
感
を
持
た
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か

ら
吾
々
が
、
恋
愛
の
歌
だ
と
思
つ
て
居
る
も
の
に
、
存
外
ほ
ん
と
う
の
も
の
で
な
い
、
其
を
な
ぞ
つ
て
、

内
容
を
持
つ
て
来
た
と
い
ふ
や
う
な
も
の
が
、
沢
山
あ
る
や
う
に
思
ひ
ま
す
。
日
本
の
古
代
の
恋
愛
　
　

古
い
時
代
の
万
葉
集
、
或
は
其
よ
り
も
つ
と
古
い
日
本
紀
に
載
つ
て
ゐ
る
恋
愛
の
歌
と
い
ふ
も
の
は
、
多

く
は
ほ
ん
と
う
の
恋
愛
の
歌
で
は
あ
り
ま
せ
ぬ
。
か
う
申
し
ま
す
と
、
万
葉
集
愛
好
者
等
が
非
常
に
失
望

す
る
か
も
知
れ
ま
せ
ぬ
が
、
事
実
は
、
ほ
ん
と
う
の
恋
愛
の
歌
で
は
な
い
の
で
す
。
其
に
就
て
話
を
し
て

見
た
い
と
思
ひ
ま
す
。

前
述
の
様
に
、
多
く
の
人
々
は
、
其
ら
を
一
種
の
恋
愛
の
実
感
と
し
て
見
た
の
で
す
が
、
実
は
皆
一
つ
の

空
想
、
い
や
空
想
と
い
ふ
よ
り
、
寧
、
生
活
か
ら
生
れ
て
来
た
一
つ
の
形
式
に
過
ぎ
な
い
の
で
す
。
譬たと
へ
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て
見
ま
す
れ
ば
、
三
角
関
係
と
い
ふ
様
な
も
の
は
、
沢
山
あ
る
。
万
葉
に
も
沢
山
あ
り
ま
す
。
或
は
二
人

の
男
が
、
一
人
の
処
女
を
争
ふ
。
或
は
多
く
の
男
が
一
人
の
処
女
を
争
ふ
。
或
は
二
人
の
処
女
が
一
人
の

男
を
争
つ
た
ら
し
い
歌
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
沢
山
の
男
の
争
ひ
に
堪
へ
ら
れ
な
い
で
、
死
ん
で
し
ま
ふ
処

女
も
あ
り
ま
す
。
併
し
、
中
に
は
、
下
総
の
真マ
間ヽ
の
手テ
児コ
奈ナ
と
い
ふ
様
な
女
が
あ
り
ま
す
が
、
　
　
あ
の

辺
は
も
と
〳
〵
さ
う
言
ふ
女
が
多
か
つ
た
と
見
え
ま
し
て
、
只
今
も
其
話
が
残
つ
て
居
り
ま
す
が
　
　
無

限
に
男
の
要
求
を
受
け
容
れ
て
居
る
。
さ
う
い
ふ
様
な
女
も
あ
り
ま
す
。
併
し
、
後
に
伝
は
つ
て
、
皆
の

感
激
を
誘
う
た
の
は
、
男
の
競
争
に
堪
へ
ら
れ
な
い
で
死
ん
だ
処
女
で
、
大
抵
は
純
潔
な
処
女
の
生
活
を

遂
げ
て
居
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
昔
の
日
本
の
処
女
は
、
そ
ん
な
風
な
純
潔
な
女
が
多
か
つ
た
様
に
、
昔
か

ら
信
じ
ら
れ
て
居
り
ま
す
が
、
此
は
実
は
、
或
種
類
の
処
女
の
生
活
を
現
し
た
ゞ
け
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ

り
ま
す
。

一
体
、
日
本
の
処
女
の
中
で
、
歴
史
的
に
後
世
に
残
る
処
女
と
い
ふ
も
の
は
、
た
つ
た
一
つ
し
か
な
い
。

其
女
と
い
ふ
の
は
神
に
仕
へ
て
居
る
処
女
だ
け
で
あ
り
ま
す
。
昔
か
ら
叙
事
詩
に
伝
へ
ら
れ
て
残
つ
て
居

る
処
女
と
い
ふ
も
の
は
、
皆
神
に
仕
へ
た
女
だ
け
で
あ
り
ま
す
。
今
で
言
へ
ば
巫
女
と
い
ふ
も
の
で
あ
り

ま
す
。
其
巫
女
と
い
ふ
も
の
は
、
男
に
会
は
な
い
の
が
原
則
で
あ
り
ま
す
。
併
し
、
日
本
に
も
処
女
に
は

三
種
類
あ
り
ま
し
て
、
第
一
の
処
女
は
私
共
が
考
へ
て
ゐ
る
や
う
に
、
全
く
男
を
知
ら
な
い
女
、
第
二
の
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処
女
は
夫
を
過
去
に
持
つ
た
事
は
あ
る
が
、
現
在
は
持
つ
て
居
な
い
で
、
処
女
の
生
活
を
し
て
居
る
。
つ

ま
り
寡
婦
で
す
。
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
が
あ
り
ま
す
。
其
は
臨
時
の
処
女
な
の
で
す
。
新
約
聖
書
を
読
み

ま
し
て
も
訣
り
ま
す
様
に
、
家
庭
の
母
親
な
る
ま
り
あ
が
処
女
の
生
活
を
す
る
と
言
ふ
事
が
あ
り
ま
す
。

或
時
期
だ
け
夫
を
近
寄
ら
せ
な
い
と
言
ふ
事
、
其
だ
け
で
も
処
女
と
言
は
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、

全
然
男
を
知
ら
な
い
処
女
と
、
過
去
に
男
を
持
つ
た
け
れ
ど
も
、
現
在
は
処
女
の
生
活
を
し
て
居
る
も
の

と
、
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
は
、
あ
る
時
期
だ
け
処
女
の
生
活
を
保
つ
て
居
る
も
の
と
、
此
三
種
類
で
あ
り

ま
す
。

　
　
　
　
　
二

一
体
、
神
に
仕
へ
る
女
と
い
ふ
の
は
、
皆
「
神
の
嫁
」
に
な
り
ま
す
。
「
神
の
嫁
」
と
い
ふ
形
で
、
神
に

会
う
て
、
神
の
お
告
げ
を
聴
き
出
す
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
神
の
妻
に
な
る
資
格
が
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
即
、
処
女
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
妻
で
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
第
三
類
の
処
女
と
言
ふ

も
の
が
出
来
て
く
る
。
人
妻
で
あ
つ
て
も
、
あ
る
時
期
だ
け
処
女
の
生
活
を
す
る
。
さ
う
い
ふ
処
女
の
生

活
が
、
吾
々
の
祖
先
の
頭
に
は
、
深
く
這
入
つ
て
居
た
の
で
あ
り
ま
す
。
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譬
へ
ば
、
景
行
天
皇
或
は
雄
略
天
皇
な
ど
い
ふ
お
方
の
時
に
は
、
か
う
い
ふ
事
が
多
か
つ
た
。
　
　
こ
れ

は
景
行
天
皇
・
雄
略
天
皇
な
ど
い
ふ
方
々
は
、
非
常
に
有
力
な
天
子
で
あ
つ
て
、
非
常
に
有
力
な
叙
事
詩

が
た
ま
〳
〵
沢
山
後
世
に
残
つ
た
と
い
ふ
事
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
が
、
　
　
其
天
子
が
処
女
に
接

せ
ら
れ
た
話
を
し
て
見
ま
せ
う
。
景
行
天
皇
が
日
本
武
尊
の
お
母
で
あ
ら
れ
ま
す
播
磨
の
印
南
イ
ナ
ミ
と
い
ふ
所

の
印
南
大
郎
女
と
い
ふ
御
方
に
迫
ら
れ
た
時
に
、
姫
は
逃
げ
廻
つ
た
。
逃
げ
廻
つ
て
印
南
イ
ナ
ミ
島
と
い
ふ
島
に

逃
げ
込
ん
だ
。
「
否
む
」
と
い
ふ
言
葉
が
「
隠
れ
る
」
と
い
ふ
意
味
で
あ
る
の
は
、
其
印
南
イ
ナ
ミ
島
に
隠
れ
て

居
つ
た
か
ら
と
い
ふ
伝
説
が
あ
る
位
で
あ
り
ま
す
。
其
を
犬
が
其
島
の
方
を
向
い
て
吠
え
た
の
で
、
そ
こ

へ
迎
へ
に
行
つ
て
、
始
め
て
自
分
の
も
の
に
せ
ら
れ
た
と
い
ふ
事
が
あ
り
ま
す
。
此
は
昔
の
女
は
男
を
嫌

つ
て
、
逃
げ
廻
つ
た
も
の
だ
と
い
ふ
風
に
、
解
釈
さ
れ
て
居
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
又
同
じ
景
行
天
皇
が
美

濃
の
国
の
兄エ
姫
・
弟オト
姫
、
其
兄エ
姫
を
手
に
入
れ
よ
う
と
せ
ら
れ
た
が
、
兄
姫
は
弟
姫
を
自
分
の
代
り
と
し

て
召
さ
れ
る
や
う
に
と
言
う
て
、
弟
姫
を
さ
し
上
げ
た
。
か
う
い
ふ
様
に
、
其
に
似
た
話
が
沢
山
あ
り
ま

す
が
、
此
は
、
処
女
が
男
を
嫌
つ
た
の
で
は
な
い
。
た
ゞ
、
古
事
記
・
日
本
紀
に
書
か
れ
た
解
釈
が
違
つ

て
居
る
の
で
す
。
実
は
其
ら
の
処
女
は
、
み
な
神
に
仕
へ
て
居
る
処
女
な
の
で
す
。

先
に
申
し
ま
し
た
通
り
、
或
国
、
或
は
或
村
の
家
の
歴
史
な
り
、
叙
事
詩
な
り
に
残
さ
れ
て
ゐ
る
其
国
・

其
村
の
頭
の
家
の
処
女
の
場
合
は
、
皆
吾
々
の
考
へ
る
普
通
の
処
女
の
様
な
も
の
で
は
な
く
、
大
抵
皆
神
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に
仕
へ
て
居
る
処
女
、
即
巫
女
で
あ
る
。
そ
し
て
、
其
処
女
が
神
に
仕
へ
る
力
を
利
用
し
て
、
其
処
女
の

兄
な
り
、
親
な
り
が
、
国
を
治
め
、
村
を
治
め
て
居
る
。
此
が
国
を
治
め
る
原
則
で
あ
る
。
処
女
が
神
に

仕
へ
て
、
其
兄
な
り
、
父
な
り
、
叔
父
な
り
が
、
神
か
ら
引
き
出
し
た
知
識
を
以
て
、
此
国
を
治
め
て
居

る
と
い
ふ
の
が
、
日
本
の
昔
の
政
治
の
一
般
的
な
遣
り
方
で
あ
り
ま
す
。
其
で
な
け
れ
ば
、
又
国
々
・
村

々
の
者
が
承
知
を
し
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
さ
う
い
ふ
処
女
の
場
合
で
す
か
ら
、
天
子
に
許
さ
な
い
で
、

夫
な
る
神
の
為
に
逃
げ
廻
つ
た
の
で
す
。
か
う
い
ふ
風
で
、
昔
の
処
女
は
な
か
〳
〵
男
に
許
さ
な
か
つ
た

と
い
ふ
形
に
な
つ
て
居
る
。
此
例
は
幾
ら
も
伝
は
つ
て
居
り
ま
す
。
そ
れ
は
叙
事
詩
に
伝
は
る
処
女
で
、

多
数
の
人
の
争
ひ
に
依
つ
て
、
遂
に
其
に
堪
へ
ら
れ
な
い
で
死
ぬ
。
さ
う
い
ふ
生
活
を
す
る
処
女
が
あ
つ

た
。
其
が
奈
良
朝
の
初
め
、
或
は
も
う
少
し
前
か
ら
、
さ
う
い
ふ
生
活
は
段
々
記
憶
か
ら
薄
ら
い
で
参
り

ま
し
て
、
非
常
に
美
し
い
哀
れ
な
物
語
と
い
ふ
風
に
感
じ
る
様
に
な
り
、
皆
其
に
憧
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

現
在
で
も
、
沖
縄
へ
行
つ
て
見
ま
す
と
、
さ
う
い
ふ
事
が
あ
り
ま
す
。
結
婚
の
盃
を
済
ま
す
と
同
時
に
、

花
嫁
は
其
家
を
逃
げ
出
し
て
し
ま
ふ
所
が
あ
る
。
此
外
又
沖
縄
一
帯
の
風
習
で
は
、
結
婚
の
最
初
の
晩
は
、

新
し
い
夫
と
新
し
い
妻
と
は
、
決
し
て
室
を
一
つ
に
し
ま
せ
ぬ
。
女
房
は
其
処
に
泊
つ
て
居
る
が
、
男
は

自
分
の
友
達
を
連
れ
て
花
街
へ
行
つ
て
し
ま
ふ
。
是
は
男
が
男
女
の
結
婚
方
法
を
知
ら
な
い
と
い
け
な
い

か
ら
、
第
一
夜
は
花
街
へ
行
つ
て
習
つ
て
来
る
の
だ
と
い
ふ
解
釈
を
し
て
居
り
ま
す
が
、
非
常
に
間
違
つ
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た
解
釈
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
か
ら
沖
縄
の
首
里
の
町
か
ら
二
里
程
離
れ
た
久
高
ク
タ
カ
と
い
ふ
島
で
、
大
正
四
年
頃
ま
で
行
は
れ
て
居
り

ま
し
た
が
、
　
　
非
常
に
不
便
だ
か
ら
、
其
島
中
申
し
合
せ
て
、
や
め
る
事
に
し
た
の
で
す
が
、
　
　
さ

う
で
な
け
れ
ば
未
だ
続
け
て
居
つ
た
で
せ
う
、
　
　
其
島
で
は
、
嫁
さ
ん
が
最
初
亭
主
の
家
へ
行
く
時
、

非
常
に
親
娘
の
名
残
が
惜
し
い
と
い
ふ
様
子
を
し
て
、
さ
て
亭
主
の
家
へ
行
つ
て
盃
ご
と
を
す
る
。
其
盃

が
済
む
と
同
時
に
、
女
房
は
家
を
抜
け
出
し
て
、
岩
の
穴
と
か
、
森
の
中
の
様
な
所
と
か
、
或
は
他
人
の

家
へ
隠
れ
て
し
ま
ふ
。
昼
は
構
は
な
い
が
、
夜
捕
へ
ら
れ
る
と
い
け
な
い
か
ら
で
す
。
だ
か
ら
、
昼
は
亭

主
の
家
へ
行
つ
て
ゐ
る
が
、
日
暮
れ
か
ら
明
け
方
ま
で
の
間
は
、
亭
主
の
目
に
触
れ
な
い
様
な
所
へ
行
つ

て
し
ま
ふ
。
亭
主
や
友
達
が
手
分
け
し
て
探
し
に
行
く
。
其
島
は
、
東
西
五
町
位
、
南
北
七
八
町
位
の
小

さ
な
島
で
す
か
ら
、
直
ぐ
訣
り
さ
う
で
あ
り
ま
す
が
、
な
か
な
か
訣
ら
な
い
。
其
は
女
で
な
け
れ
ば
行
け

な
い
、
這
入
れ
な
い
所
が
あ
る
。
神
社
の
森
の
中
は
、
男
に
は
這
入
れ
な
い
。
さ
う
い
ふ
中
へ
這
入
ら
れ
ゝ

ば
、
見
え
て
居
つ
て
も
駄
目
で
す
。
だ
か
ら
其
間
亭
主
は
ま
る
で
お
預
け
み
た
い
な
状
態
に
あ
る
。

こ
の
島
は
漁
業
が
盛
ん
で
、
男
は
み
な
台
湾
と
か
、
或
は
も
つ
と
遠
く
ま
で
漁
業
に
出
か
け
ま
す
。
其
為

に
一
年
の
内
三
四
个
月
し
か
島
に
は
居
な
い
。
其
間
に
結
婚
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
其
時
期
に
女
房
が

逃
げ
廻
る
。
結
婚
し
て
最
初
の
、
一
週
間
な
り
二
週
間
な
り
、
女
房
が
逃
げ
て
居
る
と
、
非
常
に
儚
は
か
ない
事
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に
な
る
。
其
で
、
大
正
四
年
ま
で
続
い
て
居
つ
た
が
、
如
何
に
も
可
愛
さ
う
だ
と
い
ふ
の
で
、
村
中
申
し

合
せ
て
、
廃
め
よ
う
と
い
ふ
事
に
な
つ
て
、
今
日
は
さ
う
い
ふ
事
が
な
く
な
り
ま
し
た
が
、
以
前
に
は
花

嫁
が
逃
げ
て
か
ら
早
く
捕
へ
ら
れ
る
と
其
村
で
は
殊
に
貞
操
観
が
や
か
ま
し
く
て
、
結
婚
以
前
に
会
つ
て

居
つ
た
と
い
ふ
事
に
な
つ
て
、
非
常
に
悪
く
言
は
れ
、
爪
弾
き
を
せ
ら
れ
る
。
だ
か
ら
、
夜
行
き
た
く
つ

て
も
、
出
来
る
だ
け
逃
げ
廻
る
の
で
す
。
昼
は
平
気
で
水
を
汲
み
に
来
た
り
し
て
居
つ
て
も
、
日
暮
れ
方

か
ら
隠
れ
て
し
ま
ふ
。
さ
う
し
て
朝
、
ほ
の
暗
い
う
ち
に
、
水
を
汲
み
に
出
て
来
た
り
し
て
、
捕
つ
た
と

い
ふ
や
う
な
話
も
あ
り
ま
す
。
今
日
一
番
長
く
隠
れ
た
と
い
ふ
記
録
に
な
つ
て
居
り
ま
す
女
が
、
ま
だ
生

き
て
居
り
ま
し
て
、
其
女
は
七
十
五
日
隠
れ
て
居
つ
た
。
つ
ま
り
一
番
長
く
隠
れ
て
居
つ
た
女
が
島
の
最

高
の
巫
女
な
の
で
あ
り
ま
す
。

沖
縄
の
島
で
は
、
村
長
も
、
巡
査
も
、
勢
力
が
な
く
、
さ
う
い
ふ
巫
女
が
一
番
勢
力
が
あ
る
。
其
女
の
言

葉
で
、
下
々
が
動
い
て
居
る
。
其
は
他
人
の
想
像
で
は
訣
ら
ぬ
所
で
す
。
う
つ
か
り
す
る
と
、
ど
ん
な
目

に
会
は
さ
れ
る
か
訣
ら
ぬ
。
其
巫
女
の
い
ふ
通
り
に
皆
が
動
く
の
で
、
下
手
な
事
を
言
へ
ば
殺
さ
れ
る
か

も
知
れ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
殺
さ
れ
ゝ
ば
、
痕
跡
も
止
め
な
い
や
う
な
事
に
な
つ
て
し
ま
ふ
の

で
す
。
全
体
さ
う
い
ふ
女
の
夫
に
な
る
も
の
は
、
神
の
呪
ひ
に
依
つ
て
、
早
く
死
ぬ
と
い
ふ
の
で
、
巫
女

の
夫
に
な
る
と
い
ふ
事
は
非
常
に
嫌
ひ
ま
す
。
其
外
、
寡
婦
の
巫
女
、
其
か
ら
亭
主
を
持
ち
な
が
ら
祭
り
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の
時
だ
け
処
女
の
生
活
を
す
る
巫
女
と
、
か
う
三
つ
あ
る
の
で
す
。

　
　
　
　
　
三

日
本
内
地
で
も
奈
良
朝
、
或
は
其
以
前
に
さ
う
い
ふ
事
が
あ
つ
た
と
、
断
言
出
来
る
程
の
証
拠
が
あ
り
ま

す
。
さ
う
い
ふ
生
活
が
、
皆
ほ
ん
と
う
に
美
し
い
恋
物
語
に
な
つ
て
、
後
世
に
伝
は
つ
た
の
で
す
。
現
在

の
吾
々
の
み
な
ら
ず
、
既
に
万
葉
時
代
の
人
で
す
ら
、
其
が
ほ
ん
と
う
の
事
実
で
、
さ
う
い
ふ
生
活
を
祖

先
が
し
て
居
つ
た
と
信
じ
て
居
た
の
で
す
。
併
し
そ
れ
は
、
神
に
仕
へ
る
処
女
の
場
合
だ
け
で
、
そ
し
て

其
処
女
は
何
も
ほ
ん
と
う
の
貞
操
、
純
粋
の
人
間
と
し
て
の
貞
操
の
観
念
か
ら
起
る
処
女
と
い
ふ
の
で
な

く
、
神
に
対
し
て
の
物
忌
み
か
ら
出
て
居
る
と
言
ふ
事
を
考
へ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

其
に
も
う
一
つ
は
、
譬
へ
ば
…
…
深
入
り
す
る
様
で
あ
り
ま
す
が
、
女
の
人
が
元
服
を
す
る
。
男
の
人
と

同
じ
く
元
服
を
す
る
。
男
の
元
服
は
、
近
世
で
は
普
通
剃
刀
を
入
れ
て
、
前
髪
を
剃
る
事
で
あ
り
ま
し
た

が
、
女
に
も
元
服
は
あ
り
ま
し
た
。
嫁
入
ら
な
い
で
も
、
鉄
漿
を
つ
け
る
風
も
あ
り
ま
し
た
。
昔
は
男
で

も
、
女
で
も
、
元
服
の
式
を
二
段
に
受
け
る
、
即
二
度
す
る
。
近
世
は
、
子
供
か
ら
青
年
に
な
る
時
一
度

と
い
ふ
事
に
大
抵
な
つ
て
居
り
ま
し
た
が
、
昔
は
村
や
町
の
若
者
仲
間
に
入
る
場
合
と
、
其
か
ら
も
う
一
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つ
、
も
つ
と
小
さ
い
時
の
が
あ
つ
て
、
そ
れ
が
古
風
で
し
た
。
女
に
も
、
其
が
あ
り
ま
す
。
女
は
普
通
七

八
つ
で
、
一
度
裳
着
と
い
ふ
式
を
し
て
、
裳
を
着
け
る
。
男
で
は
其
を
袴
着
と
い
ひ
ま
し
た
。
男
も
女
も

其
ま
で
は
、
着
物
に
隠
れ
た
腰
の
部
分
は
、
掩
ふ
も
の
が
許
さ
れ
な
か
つ
た
の
で
す
。
其
が
裳
を
つ
け
る

と
娘
の
資
格
を
認
め
ら
れ
た
し
る
し
に
な
る
の
で
す
。
男
に
な
る
の
も
、
下
袴
を
着
け
て
、
掩
ふ
べ
き
処

を
蓋
ふ
。
其
か
ら
次
に
、
自
由
に
異
性
に
会
ふ
資
格
を
得
る
成
年
式
が
来
る
の
で
す
。
此
方
が
世
に
謂
ふ

元
服
な
の
で
す
。
此
第
二
回
目
の
元
服
は
、
結
婚
と
同
じ
や
う
な
…
…
結
婚
の
為
に
す
る
式
と
云
つ
て
も

殆
ど
さ
し
支
へ
な
い
の
で
す
。

女
の
人
が
鉄
漿
を
つ
け
る
の
は
、
嫁
入
り
し
て
か
ら
と
考
へ
て
居
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
此
鉄
漿
と
い
ふ
も

の
は
、
女
に
な
つ
た
事
を
外
部
に
現
す
だ
け
の
こ
と
で
あ
つ
た
と
思
は
れ
ま
す
。
だ
か
ら
其
済
ま
な
い
前

は
、
性
の
方
面
は
解
放
せ
ら
れ
て
居
ま
せ
ん
で
し
た
。
只
今
で
も
、
地
方
に
よ
つ
て
は
、
結
婚
以
前
の
者
、

或
は
成
年
式
を
経
ぬ
人
間
と
、
結
婚
以
後
、
或
は
一
人
前
の
男
に
な
つ
た
後
の
者
と
で
は
、
其
扱
ひ
方
が

別
な
の
で
す
。
壱
岐
の
島
へ
行
つ
て
見
ま
す
と
、
未
婚
の
男
が
亡
く
な
る
と
、
幾
つ
に
な
つ
て
居
て
も
、

首
に
頭づ
陀だ
袋
を
下
げ
て
、
墓
へ
送
る
。
さ
う
し
て
途
々
摘
ん
だ
花
を
、
其
袋
に
入
れ
て
く
れ
る
。
懐
し
い

あ
は
れ
な
風
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
二
段
の
元
服
の
式
が
、
後
世
大
抵
一
回
き
り
に
な
つ
て
し
ま
つ
た
様
で

す
が
、
今
も
尚
俤
だ
け
は
残
し
て
居
る
処
も
あ
り
ま
す
。
平
安
朝
ま
で
は
、
其
で
も
稍やや
明
ら
か
に
、
二
度
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の
元
服
式
が
あ
つ
た
様
に
見
え
ま
す
。
精
通
期
以
前
の
女
に
、
男
が
触
れ
る
と
穢けが
れ
で
あ
る
と
し
て
、
信

仰
的
に
忌
ま
れ
た
も
の
で
し
た
。
只
今
で
も
、
漁
師
な
ど
に
は
信
じ
て
居
る
者
が
あ
る
や
う
で
す
。
此
は

宗
教
上
の
罪
悪
と
見
做
す
の
が
、
ほ
ん
と
う
な
の
で
す
。
精
通
期
を
越
し
た
女
に
は
、
漠
然
と
な
が
ら
、

男
に
会
ふ
事
を
黙
認
し
て
ゐ
た
の
が
、
近
世
ま
で
の
久
し
い
風
習
で
あ
り
ま
し
た
。
此
か
ら
は
村
の
娘
と

い
ふ
共
有
観
念
を
、
村
の
成
年
式
を
あ
げ
た
若
い
男
が
持
つ
様
に
な
る
の
で
す
。

で
、
愈
き
ま
つ
た
亭
主
を
有
つ
場
合
は
、
婚
姻
の
試
み
を
受
け
ま
し
た
。
初
夜
に
処
女
に
会
ふ
の
は
、
神

の
す
る
神
聖
な
行
事
で
あ
り
ま
し
た
。
実
際
は
神
が
来
る
の
で
は
な
く
て
、
神
事
に
与
つ
て
居
る
者
が
試

み
る
。
つ
ま
り
初
夜
権
と
い
ふ
の
で
、
日
本
で
も
奈
良
朝
以
前
に
は
、
国
々
村
々
の
神
主
と
い
ふ
者
は
、

其
権
利
を
持
つ
て
居
つ
た
痕
跡
が
あ
る
。
其
が
今
で
も
残
つ
て
居
る
。
瀬
戸
内
海
の
あ
る
島
に
は
、
最
近

ま
で
其
風
が
あ
つ
た
様
で
す
。
此
は
、
結
婚
の
資
格
が
あ
る
か
ど
う
か
を
試
す
の
だ
と
い
ひ
ま
す
が
、
決

し
て
さ
う
い
ふ
訣
で
は
な
い
。
又
さ
う
し
た
権
利
が
、
長
老
及
び
或
種
の
宗
教
家
に
あ
る
と
考
へ
る
だ
け

で
は
、
足
り
ま
せ
ぬ
。
村
々
の
女
は
一
度
正
式
に
神
の
嫁
に
な
つ
て
来
な
け
れ
ば
、
村
人
の
妻
に
な
れ
な

い
。
一
度
神
の
嫁
　
　
神
の
巫
女
に
な
つ
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
信
仰
が
根
本
に
あ
る
の
で
す
。

そ
れ
の
済
ん
だ
者
は
、
自
由
に
正
式
の
結
婚
が
出
来
た
。
其
が
済
ま
な
け
れ
ば
、
正
式
の
夫
を
も
つ
事
が

出
来
な
か
つ
た
。
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と
こ
ろ
が
後
世
は
、
其
ま
で
う
つ
ち
や
つ
て
置
い
て
、
愈
結
婚
と
い
ふ
時
に
、
始
め
て
の
夜
に
、
処
女
の

所
へ
来
る
者
が
あ
る
の
で
す
。
其
は
神
の
名
に
於
て
、
あ
る
神
人
が
来
る
。
其
は
神
事
に
与
つ
て
居
る
者

が
、
神
様
に
な
つ
て
来
る
。
我
が
国
で
も
、
中
部
の
山
の
多
い
地
方
へ
行
き
ま
す
と
、
其
来
ら
れ
る
神
を

え
び
す
様
と
し
て
、
空
想
し
て
居
る
所
が
あ
り
ま
す
。
沖
縄
地
方
に
も
其
が
あ
り
ま
す
。
夫
は
遊
所
へ
出

か
け
て
し
ま
つ
て
、
縁
女
は
一
人
初
夜
の
家
に
と
ま
る
。
さ
う
い
ふ
証
拠
は
沢
山
あ
り
ま
す
。

人
の
妻
に
な
る
以
前
は
、
処
女
は
ど
う
で
あ
る
か
。
厳
重
に
貞
操
を
守
つ
て
居
つ
た
か
と
い
ふ
と
、
此
は

守
つ
て
居
つ
た
と
も
言
は
れ
、
守
つ
て
居
ら
な
か
つ
た
と
も
言
へ
る
。
近
頃
ま
で
村
の
娘
と
い
ふ
も
の
は
、

村
中
の
若
い
衆
の
共
有
だ
と
い
ふ
様
に
考
へ
て
居
り
ま
し
た
。
そ
し
て
外
の
村
の
者
が
侵
入
す
る
と
、
ひ

ど
い
目
に
遭
は
せ
る
。
処
女
の
あ
る
家
へ
は
、
自
由
に
泊
り
に
行
き
、
後
に
は
隠
れ
忍
ん
で
行
く
。
此
は

半
分
大
び
ら
で
、
夜
は
男
が
来
る
の
を
許
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
の
で
す
。
此
は
維
新
前
、
或
は
其

後
も
田
舎
で
は
続
い
て
居
た
や
う
で
す
。

其
が
ど
こ
か
ら
来
た
か
と
い
ふ
と
、
此
は
神
祭
り
の
時
に
、
村
の
神
に
扮
装
す
る
男
が
、
村
の
処
女
の
家

に
通
ふ
。
即
、
神
が
村
の
家
々
を
訪
問
す
る
。
そ
の
時
は
、
家
々
の
男
は
皆
出
払
つ
て
、
処
女
或
は
主
婦

が
残
つ
て
神
様
を
待
つ
て
居
る
。
さ
う
し
て
神
が
来
る
と
接
待
す
る
。
つ
ま
り
臨
時
の
巫
女
と
し
て
、
神

の
嫁
の
資
格
で
あ
し
ら
ふ
。
「 

一 

夜 

妻 

ヒ
ト
ヨ
ヅ
マ

」
と
い
ふ
の
が
、
其
で
す
。
決
し
て
遊
女
を
表
す
古
語
で
は
な
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か
つ
た
の
で
す
。
此
は
語
学
者
が
間
違
へ
て
来
た
の
も
無
理
は
あ
り
ま
せ
ん
。
一
夜
だ
け
神
の
臨
時
の
杖ツ

   
代 
ヱ
シ
ロ
と
な
る
訣
な
の
で
す
。

村
の
若
い
男
　
　
一
定
の
年
齢
の
期
間
に
あ
る
男
、
前
に
言
つ
た
元
服
を
し
た
男
は
、
神
に
扮
装
す
る
義

務
と
、
権
利
と
が
あ
つ
た
訣
な
の
で
す
。
一
年
の
間
に
其
神
が
、
村
の
家
々
に
来
り
臨
む
日
が
あ
る
。
其

日
に
神
に
姿
を
や
つ
し
て
、
村
の
家
々
へ
行
く
。
さ
う
す
る
と
巫
女
な
る
女
が
残
つ
て
居
て
、
即
ま
れ
び

と
を
接
待
し
て
、
お
ろ
そ
か
に
せ
な
い
の
で
す
。
つ
ま
り
神
が
其
家
へ
来
ら
れ
た
の
を
饗
応
す
る
。

と
こ
ろ
が
段
々
其
意
味
が
忘
れ
ら
れ
て
来
ま
し
て
、
唯
の
若
い
衆
で
あ
る
所
の
男
が
　
　
神
の
資
格
を
持

た
な
い
平
生
の
夜
に
も
、
　
　
処
女
の
あ
る
家
に
は
、
通
ふ
と
い
ふ
風
習
に
変
つ
て
参
り
ま
し
た
。
だ
か

ら
、
単
な
る
村
の
人
口
を
殖ふや
さ
う
な
ど
ゝ
い
ふ
考
へ
か
ら
出
た
交
訪
で
は
な
く
て
、
厳
粛
な
宗
教
的
の
意

味
か
ら
出
発
し
て
ゐ
た
の
で
す
。
若
い
衆
は
神
の
使
ひ
人
、
同
時
に
あ
る
時
期
に
は
、
き
び
し
い
物
忌
み

を
し
て
神
に
な
る
も
の
と
い
ふ
信
仰
か
ら
出
た
制
度
で
あ
り
ま
す
。
其
で
、
神
が
来
臨
す
る
祭
り
の
夜
は
、

男
は
皆
外
へ
出
払
つ
て
居
つ
て
、
巫
女
た
る
べ
き
女
が
残
つ
て
居
る
。
さ
う
し
た
家
々
へ
神
人
が
行
く
。

饗
応
を
も
受
け
れ
ば
、
床
も
共
に
し
て
、
夜
の
明
け
ぬ
前
に
戻
る
。
さ
う
し
て
若も
し
も
其
晩
子
が
寓ヤド
る
と
、

言
ふ
ま
で
も
な
く
神
の
子
と
し
て
、
育
て
た
の
で
す
。
決
し
て
人
間
の
胤
と
考
へ
な
い
。
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四

さ
う
し
た
形
の
外
に
、
ま
だ
神
秘
な
一
夜
の
神
婚
の
場
所
が
あ
り
ま
し
た
。
神
祭
り
の
晩
に
は
、
無
制
限

に
貞
操
が
解
放
せ
ら
れ
ま
し
て
、
娘
は
勿
論
、
女
房
で
も
知
ら
ぬ
男
に
会
ふ
事
を
黙
認
し
て
ゐ
る
地
方
が

あ
り
ま
し
た
し
、
ま
だ
、
風
習
の
な
く
な
り
き
ら
な
い
村
も
あ
る
や
う
で
す
。
其
は
蛮
風
と
い
へ
ば
蛮
風

で
す
が
、
其
だ
け
の
歴
史
的
基
礎
が
あ
る
の
で
す
。
古
代
信
仰
の
変
形
が
存
し
て
ゐ
る
訣
な
の
で
す
。
結

婚
以
前
に
、
そ
れ
／
″
＼
神
が
処
女
の
処
に
来
る
風
が
、
初
夜
権
以
前
に
重
つ
て
来
た
次
第
で
す
。
其
で
、

も
う
一
度
正
式
に
神
の
試
み
が
あ
る
様
に
な
つ
た
も
の
と
思
は
れ
ま
す
。
其
で
結
婚
の
資
格
が
出
来
る
の

が
、
原
則
だ
つ
た
様
で
す
。
此
事
が
解
せ
ら
れ
ぬ
と
、
古
事
記
・
日
本
紀
、
或
は
万
葉
集
・
風
土
記
な
ん

か
を
お
読
み
に
な
つ
て
も
、
訣
ら
ぬ
処
や
、
意
義
浅
く
看
て
過
ぎ
る
処
が
多
い
の
で
す
。

　
　
誰タ
そ
や
。
こ
の
家ヤ
の
戸ト
押オソ
ぶ
る
。 

新  
嘗 

ニ
フ
ナ
ミ

に
、
我
が
夫セ
を
行ヤ
り
て
、
斎イハ
ふ
此
戸
を
（
万
葉
集
巻
十
四
）

　
　
万
葉
集
の
此
歌
は
、
女
房
が
、
巫
女
を
す
る
場
合
で
す
。

　
　
に
ほ
と
り
の
　
葛
飾
早
稲

カ
ツ
シ
カ
ワ
セ
を
贄ニヘ
す
と
も
、
彼ソ
の
愛カナ
し
き
を
、
外ト
に
立
て
め
や
も
（
万
葉
集
巻
十
四
）

そ
れ
か
ら
又
斯
う
い
ふ
風
な
歌
は
、
皆
前
に
言
つ
た
家
族
の
出
払
つ
て
、
其
後
へ
神
が
這
入
つ
て
来
る
こ

と
を
詠
ん
だ
も
の
で
、
此
は
非
常
に
厳
粛
な
宗
教
的
年
中
行
事
で
あ
り
ま
し
て
、
さ
う
し
た
夜
に
神
の
外
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に
、
男
の
忍
ん
で
来
る
と
い
ふ
筈
が
な
い
。
併
し
、
其
習
慣
が
少
し
緩
ん
で
来
て
、
一
部
は
記
憶
の
領
分

に
入
つ
て
来
た
頃
に
出
来
た
民
謡
と
言
ふ
方
が
ほ
ん
と
う
で
す
。
幾
分
は
現
に
行
は
れ
て
も
居
る
事
実
で
、

其
事
実
と
空
想
を
捏
ち
合
せ
て
、
一
種
の
妙
な
交
錯
し
た
意
味
を
感
じ
た
。
其
が
、
か
う
し
た
、
や
ゝ
劇

的
な
興
味
を
含
む
民
謡
を
生
ん
だ
の
で
せ
う
。

夫
に
嫁
い
だ
上
の
貞
操
と
い
ふ
事
は
、
別
問
題
で
す
。
縁
づ
か
ぬ
前
の
貞
操
と
嫁
入
つ
て
後
の
貞
操
と
で

は
、
根
本
観
念
が
変
つ
て
居
た
の
で
す
。
其
が
混
乱
を
起
す
と
い
ふ
の
は
、
神
の
為
に
臨
時
の
嫁
（
一
夜

妻
）
に
な
つ
た
行
事
か
ら
、
考
へ
方
が
こ
が
ら
が
つ
て
、
古
代
の
貞
操
観
念
或
は
、
今
も
庶
民
の
夫
婦
関

係
と
い
ふ
事
が
、
い
ろ
〳
〵
複
雑
に
な
つ
て
来
た
の
で
す
。
此
点
で
は
、
尚
色
々
と
お
話
が
あ
り
ま
す
が
、

際
限
が
あ
り
ま
せ
ぬ
。
私
の
話
は
恋
愛
問
題
で
な
く
て
、
恋
愛
前
の
問
題
に
止
り
ま
し
た
訣
で
す
。

や
つ
ぱ
り
一
つ
申
し
添
へ
ぬ
と
、
結
末
の
つ
か
ぬ
様
に
考
へ
ま
す
。
其
は
初
め
に
申
し
ま
し
た
様
に
、
万

葉
集
に
現
れ
た
恋
愛
の
歌
は
、
悉
こ
と
ご
とく
恋
愛
の
実
感
か
ら
叫
ば
れ
た
作
物
と
思
う
て
来
た
の
は
、
間
違
ひ
で

あ
り
ま
す
。
此
事
を
言
ひ
た
い
の
で
す
。
名
高
い
物
に
な
つ
た
恋
愛
の
歌
と
い
ふ
も
の
は
、
応
用
的
の
も

の
で
、
実
感
を
湛
へ
た
も
の
で
な
い
。

歌
垣
の
話
で
す
が
、
最
後
に
あ
げ
ま
し
た
村
人
が
神
の
庭
に
集
ま
る
神
祭
り
の
場
合
、
村
中
の
男
と
女
と

が
、
極
め
て
放
恣
な
　
　
後
世
か
ら
見
て
　
　
夜
の
闇
に
奔
馳
す
る
。
さ
う
し
た
事
は
、
神
の
資
格
に
於

17



て
、
村
の
男
が
、
神
の
巫
女
な
る
村
の
女
に
行
き
触
れ
て
居
た
の
で
す
。
祭
り
場
の
空
気
が
、
そ
こ
ま
で

有
頂
天
に
人
々
を
さ
せ
る
迄
の
間
は
、
男
方
と
女
方
と
に
立
ち
場
処
を
分
け
て
、
歌
の
か﹅
け﹅
あ﹅
ひ﹅
や
う
な

も
の
に
な
つ
て
行
つ
た
。

日
本
の
初
期
の
恋
歌
は
、
恋
愛
の
実
感
か
ら
出
て
居
る
も
の
で
は
な
い
。
神
の
祭
り
の
夜
の
か
け
あ
ひ
文

句
　
　
い
は
ゞ
揚
げ
足
取
り
の
や
う
な
も
の
　
　
か
ら
出
ま
し
た
。
そ
れ
だ
か
ら
、
其
恋
愛
に
、
真
実
味

と
い
ふ
も
の
が
な
い
。
あ
る
の
は
無
意
識
の
性
の
焔
と
、
機
智
の
閃
き
と
で
す
。
さ
う
し
て
出
来
た
恋
歌

の
、
稍
醇
化
せ
ら
れ
か
け
た
万
葉
集
の
牧
歌
的
気
分
に
充
ち
た
半
成
の
抒
情
詩
を
、
人
は
誤
解
し
て
居
ま

す
。
万
葉
人
は
す
べ
て
、
命
が
け
で
恋
愛
生
活
に
没
入
し
て
行
つ
た
と
い
ふ
風
に
考
へ
る
の
で
す
。
唯
強

い
性
の
自
在
を
欲
す
る
潜
熱
に
、
古
代
人
の
生
活
の
激
し
さ
が
見
え
る
だ
け
で
す
。

　
　
稲
舂ツ
け
ば
、
皹カヾ
る
我
が
手
を
。
今
宵
も
か
、
殿トノ
の
若
子
ワ
ク
ゴ
が
　
取
り
て
歎ナゲ
か
む
（
万
葉
集
巻
十
四
）

奴
隷
の
女
（
婢
）
の
悲
痛
な
恋
愛
の
様
に
と
ら
れ
て
、
感
激
さ
せ
ら
れ
易
い
歌
で
す
。
但
た
だ
し、
か
う
い
ふ
歌

は
、
作
ら
れ
た
場
合
と
、
其
が
伝
誦
せ
ら
れ
た
道
筋
が
わ
か
ら
な
い
。
さ
う
言
ふ
歌
が
沢
山
あ
る
。
其
情

熱
は
、
け
れ
ど
も
、
劇
的
の
も
の
で
あ
り
、
背
景
を
な
す
生
活
状
態
に
、
戯
曲
風
の
感
動
を
導
く
も
の
で

す
。
か
う
言
ふ
気
分
を
民
謡
に
謡
ひ
出
し
た
と
い
ふ
の
は
、
古
代
人
の
粗
野
な
、
残
忍
な
性
愛
の
上
に
、

段
々
醇
化
が
行
は
れ
て
来
た
証
拠
な
の
で
す
。
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其
に
は
歌
垣
の
か
け
あ
ひ
と
い
ふ
事
が
働
い
て
居
る
。
つ
ま
り
さ
う
し
た
処
か
ら
日
本
人
の
恋
愛
観
は
進

化
し
て
来
た
。
歌
垣
の
秀
歌
が
段
々
世
間
に
う
た
ひ
広
め
ら
れ
て
、
人
々
の
頭
へ
し
み
込
ん
で
行
つ
た
。

そ
こ
で
、
日
本
人
に
ほ
ん
と
う
の
恋
愛
と
い
ふ
も
の
が
生
れ
て
く
る
。
奈
良
朝
で
は
、
末
期
に
至
つ
て
、

純
粋
な
恋
愛
詩
が
い
く
ら
か
出
て
来
た
に
過
ぎ
な
い
と
言
ふ
外
あ
り
ま
せ
ぬ
。
其
に
も
、
段
々
議
論
が
あ

り
ま
す
が
、
要
す
る
に
万
葉
集
の
恋
愛
歌
を
純
な
も
の
と
し
て
考
へ
て
居
る
の
は
、
間
違
ひ
で
あ
る
。
遊

女
の
作
つ
た
歌
み
た
や
う
な
気
持
ち
が
あ
る
。

　
　
あ
し
び
き
の
山
の
雫
し
づ
くに
、
妹
待
つ
と
、
我
立
ち
濡
れ
ぬ
。
山
の
雫
に
（
大
津
皇
子
　
　
万
葉
集
巻
二
）

　
　
　
　
我
を
待
つ
と
、
君
が
濡
れ
け
む
　
あ
し
び
き
の
山
の
雫
に
な
ら
ま
し
も
の
を
（
石
川
郎
女
　
　
万
葉

　
　
集
巻
二
）

か
う
い
ふ
唱
和
の
歌
を
見
ま
す
と
、
後
の
女
の
歌
は
、
如
何
に
も
人
を
た
ら
す
様
な
、
篤
さ
の
尠
い
物
だ

と
感
ぜ
ら
れ
る
で
せ
う
。
か
う
い
ふ
様
に
万
葉
集
の
恋
歌
に
は
、
劇
的
な
、
叙
事
的
な
も
の
が
多
く
て
、

此
時
代
は
決
し
て
純
粋
な
抒
情
詩
の
時
代
だ
と
は
言
へ
ま
せ
ぬ
。
名
高
い
恋
愛
の
歌
は
、
多
く
男
女
の
か

け
あ
ひ
趣
味
を
離
れ
て
ゐ
な
い
も
の
で
す
。
さ
う
し
て
平
安
朝
に
な
る
ま
で
は
、
動
機
か
ら
見
て
、
純
粋

な
恋
愛
詩
は
認
め
に
く
い
の
で
す
。
其
平
安
朝
で
す
ら
も
、
遊
戯
化
し
た
も
の
が
、
多
過
ぎ
る
程
多
く
あ

り
ま
す
。
併
し
、
さ
う
い
ふ
道
を
通
つ
た
日
本
の
恋
愛
詩
が
、
段
々
進
ん
で
行
つ
て
、
其
後
の
人
々
（
我
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々
の
祖
先
）
に
、
物
の
哀
れ
を
、
ほ
ん
と
う
に
し
み
／
″
＼
と
思
ひ
知
ら
せ
た
。
さ
う
し
て
、
村
々
の
あ

さ
ま
し
い
惨
虐
な
生
活
が
、
段
々
浄
め
ら
れ
て
行
つ
た
の
で
し
た
。
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