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大
体
の
感
想
は
、
日
本
青
年
館
で
の
合
評
会
で
申
し
述
べ
た
か
ら
、
其
機
関
雑
誌
「
青
年
」
に
載
る
事
と

思
ふ
。
其
を
御
参
照
願
へ
れ
ば
結
構
で
あ
る
。
た
ゞ
爰
で
は
、
熱
心
な
傍
観
者
が
、
日
本
国
中
の
手
の
と
ゞ

く
限
り
の
民
俗
芸
術
を
、
真
の
意
味
に
於
て
自
分
の
実
証
的
態
度
を
鍛
錬
す
る
気
組
み
で
見
て
歩
い
た
、

さ
う
い
つ
た
態
度
を
離
さ
な
い
で
、
今
度
も
見
せ
て
貰
つ
た
其
感
想
を
記
録
し
て
置
き
た
い
と
思
ふ
の
で

あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
ま
づ
演
出
に
対
し
て

日
本
青
年
館
の
此
事
業
に
対
す
る
毎
年
の
苦
労
と
言
ふ
も
の
は
実
に
感
謝
に
値
す
る
と
思
ふ
。
つ
い
で
は
、

柳
田
先
生
、
高
野
博
士
、
主
と
し
て
は
訓
練
の
な
い
田
舎
の
芸
術
団
の
為
に
、
骨
を
削
る
様
な
苦
労
を
し

て
下
さ
る
小
寺
融
吉
さ
ん
の
努
力
を
、
我
々
会
員
は
協
同
に
ね
ぎ
ら
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
気
が
す
る
。

た
ゞ
忌
憚
の
な
い
感
じ
を
申
す
と
、
あ
ま
り
に
小
寺
さ
ん
の
近
代
的
審
美
感
か
ら
、
極
め
て
僅
か
で
は
あ

る
が
、
時
々
生
シ
ヤ
ウの
ま
ゝ
の
原
形
を
ま
げ
て
居
は
し
ま
い
か
と
恐
れ
さ
せ
ら
れ
た
事
で
あ
る
。
し
か
し
、
此

は
東
京
へ
持
つ
て
来
る
と
言
ふ
意
識
の
為
に
、
県
庁
や
村
に
於
て
既
に
大
修
正
を
施
し
て
居
る
も
の
が
多

々
あ
る
に
相
違
な
い
の
だ
か
ら
、
演
出
者
の
潔
癖
な
整
理
か
ら
出
て
来
る
僅
か
な
形
の
ひ﹅
ず﹅
み﹅
ぐ
ら
ゐ
を

問
題
に
し
て
は
罰
が
当
る
と
思
ふ
。
欲
を
言
ふ
な
ら
、
其
演
出
の
努
力
の
中
心
を
、
舞
台
効
果
に
置
か
な
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い
で
、
地
方
人
の
謂
は
れ
な
い
新
意
匠
の
混
つ
て
居
る
点
を
洞
察
し
て
、
出
来
る
だ
け
原モト
の
姿
に
ひ
き
直

さ
せ
る
と
言
ふ
点
に
置
か
れ
た
い
と
だ
け
は
願
は
な
い
で
居
ら
れ
な
い
。
此
は
こ
の
事
業
を
、
民
俗
的
に

す
る
か
芸
術
的
に
す
る
か
の
大
切
な
岐
れ
目
だ
と
思
ふ
が
、
恐
ら
く
此
点
で
は
、
小
寺
さ
ん
に
も
迷
ひ
が

あ
り
、
尊
敬
す
る
二
先
輩
に
も
解
決
が
つ
き
切
つ
て
居
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
て
居
る
。
一
例
を
申

す
と
、
今
度
も
淡
路
の
大
久
保
踊
り
の
音
頭
の
服
装
に
就
い
て
、
大
分
我
々
の
間
に
修
正
案
が
出
て
居
た

が
、
結
局
、
つ
と
め
て
田
舎
ら
し
い
味
を
出
さ
う
と
言
ふ
と
こ
ろ
に
落
つ
い
た
の
で
あ
つ
た
。
だ
が
、
此

な
ど
も
、
土
地
で
は
存
外
田
舎
ら
し
く
な
い
姿
を
と
つ
て
居
る
の
か
も
知
れ
な
い
の
だ
か
ら
、
其
を
我
々

の
心
に
這
入
り
易
い
古
風
に
ひ
き
直
す
事
は
、
や
は
り
芸
術
的
に
修
正
す
る
の
と
同
じ
欠
陥
が
あ
り
さ
う

に
思
は
れ
る
。
ど
の
道
、
民
俗
芸
術
と
言
ふ
も
の
は
、
都
会
式
な
、
我
々
の
欲
し
な
い
で
か
だ
ん
す
を
も

滋
養
分
と
し
て
常
に
と
り
込
ん
で
行
つ
て
居
る
の
で
、
其
が
同
時
に
発
達
の
動
力
に
も
な
つ
て
行
く
の
で

あ
る
か
ら
、
此
点
に
考
慮
な
く
、
た
ゞ
我
々
の
趣
味
に
叶
ふ
古
典
味
を
附
加
し
よ
う
と
す
る
事
は
、
多
少

本
質
的
の
誤
り
を
含
ん
で
は
居
な
い
か
と
思
ふ
の
で
あ
る
。

尚
一
言
、
芸
術
的
態
度
に
就
い
て
申
し
た
い
。
青
年
館
の
立
ち
場
か
ら
す
れ
ば
、
新
し
い
綜
合
芸
術
を
田

舎
生
活
へ
与
へ
よ
う
と
す
る
点
に
、
意
義
を
見
出
し
て
も
居
ら
れ
る
の
で
あ
ら
う
が
、
我
々
か
ら
申
す
と
、

其
な
ら
ば
今
少
し
大
胆
な
修
正
を
加
へ
て
い
ゝ
と
思
ふ
。
し
か
し
、
さ
う
し
た
修
正
は
、
う
つ
ち
や
つ
て
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置
い
て
も
、
刻
々
に
地
方
々
々
で
行
う
て
居
る
の
で
あ
る
か
ら
、
此
催
し
で
は
、
た
ゞ
地
方
造
型
美
術
の

展
覧
会
を
開
く
意
味
に
於
て
、
あ
ま
り
芸
術
的
と
言
ふ
と
こ
ろ
に
目
標
を
置
い
て
戴
か
な
い
方
が
、
演
出

者
も
楽
で
あ
り
、
見
て
居
る
我
々
も
、
真
の
過
去
の
生
活
を
顧
み
さ
せ
ら
れ
る
事
に
な
る
と
思
ふ
。

　
　
　
　
　
　
　
悲
観
せ
ず
に
居
ら
れ
な
い
日
本
の
民
俗
芸
術

青
年
館
の
事
業
に
於
て
だ
け
で
な
く
、
田
舎
を
歩
い
て
見
て
も
常
に
感
じ
る
事
で
あ
る
が
、
日
本
の
現
在

の
民
俗
芸
術
の
出
発
点
が
比
較
的
近
代
に
あ
り
、
而
も
、
其
本
源
が
極
め
て
単
純
で
、
今
尚
分
化
の
過
程

の
複
雑
で
な
い
事
を
思
は
せ
る
事
が
屡
で
あ
る
。
殊
に
今
度
の
も
の
に
於
て
一
層
此
感
が
深
め
ら
れ
た
様

な
気
が
す
る
。
合
評
会
の
席
上
で
此
事
を
話
し
て
、
柳
田
先
生
か
ら
大
分
訓
戒
を
戴
い
た
が
、
ど
う
も
其

気
持
ち
は
、
や
は
り
移
ら
な
い
で
居
る
。
大
体
に
於
て
、
念
仏
系
統
・
万
歳
系
統
、
此
二
つ
に
分
れ
、
而

も
其
が
近
世
の
演
芸
者
の
演
芸
種
目
の
関
係
上
、
混
乱
を
来
し
て
居
る
と
言
つ
た
、
極
め
て
も
の
た
り
な

い
と
言
は
う
か
、
寂
し
す
ぎ
る
と
言
は
う
か
、
当
代
の
隠
者
、
榎
本
其
角
で
も
あ
り
、
平
賀
源
内
で
も
あ

り
、
又
、
原
武
太
夫
で
も
あ
り
、
更
に
最
適
切
に
は
蜀
山
人
を
思
は
せ
る
偉
才
兼
常
清
佐
先
生
を
し
て
、

極
端
な
る
無
視
と
残
虐
を
擅
ホ
シ
イ
マにヽ
す
る
に
ま
か
せ
る
よ
り
外
は
な
い
と
言
う
た
歴
史
的
の
事
情
が
あ
る
の
で

あ
る
。
日
本
の
民
俗
芸
術
を
あ
ま
り
に
悲
観
し
す
ぎ
る
と
、
柳
田
先
生
は
仰
言
つ
た
け
れ
ど
も
、
ど
う
し

て
も
悲
観
せ
ず
に
居
ら
れ
な
い
。
其
程
分
化
展
開
の
程
度
が
低
い
の
で
あ
る
。
此
事
に
就
い
て
は
、
必
兼
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常
先
生
が
同
じ
誌
上
で
実
証
し
て
居
ら
れ
る
事
と
思
ふ
が
、
実
際
否
む
事
の
出
来
な
い
事
実
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
異
彩
を
思
は
せ
た
臼
太
鼓
踊
り

其
中
、
や
ゝ
俤
を
異
に
し
た
も
の
は
日
向
児
湯
郡
の
臼
太
鼓
踊
り
で
あ
つ
た
。
此
に
は
、
南
国
の
種
子
を

十
分
に
有
し
て
居
る
事
が
見
ら
れ
、
前
の
二
つ
の
も
の
よ
り
は
、
根
本
に
於
て
古
代
が
窺
は
れ
る
と
思
う

た
。
で
も
、
其
演
技
法
に
於
て
は
、
か
な
り
近
代
化
し
た
も
の
を
見
た
。
私
ど
も
は
、
舞
踊
音
楽
の
専
門

家
で
な
い
だ
け
に
、
或
点
に
は
囚
は
れ
な
い
で
、
其
も
の
ゝ
本
質
を
見
る
余
裕
を
持
つ
て
居
る
様
な
気
が
、

他
の
方
々
の
話
を
聞
い
て
居
る
中
に
し
た
の
で
あ
る
。
此
踊
り
が
、
最
現
代
の
生
活
に
受
け
容
れ
ら
れ
易

い
事
は
事
実
で
も
あ
り
、
訓
練
其
外
の
行
き
届
い
て
居
る
点
で
は
感
心
さ
せ
ら
れ
て
居
る
が
、
不
幸
に
し

て
王
様
の
襯
衣
を
空
想
化
出
来
な
か
つ
た
あ
ら
び
や
ん
な
い
と
の
子
供
の
様
な
門
外
漢
は
、
如
何
に
芸
術

味
を
要
求
し
な
い
と
は
言
へ
、
此
を
芸
術
国
へ
持
ち
出
さ
う
と
言
つ
た
一
部
の
企
て
と
其
勇
気
に
は
驚
か

ず
に
居
ら
れ
な
い
。

全
体
、
臼
太
鼓
踊
り
な
る
も
の
に
は
、
名
前
は
一
つ
で
も
、
い
ろ
〳
〵
違
つ
た
、
と
ん
で
も
な
い
種
類
の

も
の
が
含
ま
れ
て
ゐ
る
。
だ
か
ら
、
此
一
つ
で
は
、
九
州
南
部
は
も
と
よ
り
、
南
島
地
方
の
臼
太
鼓
踊
り

の
標
準
的
の
も
の
と
言
ふ
事
も
出
来
な
い
。
寧
、
臼
太
鼓
踊
り
の
名
を
か
り
た
他
の
民
俗
芸
術
と
言
ふ
方

が
正
し
い
と
思
ふ
。
念
仏
踊
り
・
万
歳
の
外
に
立
つ
唯
一
の
も
の
と
し
て
挙
げ
た
此
で
す
ら
も
、
御
覧
の
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通
り
、
其
音
頭
・
囃
し
は
極
端
に
念
仏
で
あ
つ
た
。
此
で
は
、
悲
観
し
な
い
で
ど
う
居
ら
れ
よ
う
。
此
は
、

鹿
児
島
の
妙メ
円エ
寺ジ
参
り
と
同
じ
系
統
の
も
の
で
、
一
方
に
祭
り
の
時
の
大
名
行
列
の
姿
に
な
つ
て
行
く
も

の
で
あ
る
と
思
ふ
。

要
す
る
に
、
成
年
戒
の
時
に
あ
た
つ
て
行
は
れ
た
激
し
い
南
島
風
の
舞
踊
が
、
次
第
に
他
の
民
俗
芸
術
を

含
ん
で
変
化
し
て
来
た
も
の
に
相
違
な
い
。
あ
の
背
に
背
負
つ
た
、
我
々
を
喜
ば
し
た
、
丈
高
い
指
物
は
、

確
か
に
或
時
期
に
於
て
伊
勢
踊
り
の
要
素
を
含
ん
で
来
た
事
を
示
し
て
居
る
。
即
、
お
伊
勢
様
か
ら
貰
つ

て
来
る 

万 

度 

祓 

マ
ン
ド
ハ
ラ
ヒ
の
一
種
が
だ
ん
〳
〵
に
誇
張
せ
ら
れ
て
来
た
の
だ
と
思
は
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
伊
勢
踊
り
・
た
ゝ
ら
踊
り
と
物
忌
生
活
の
印
象
と

伊
豆
新
島
の
盆
祭
り
祝
儀
踊
り
。
こ
れ
も
近
代
に
、
念
仏
者
　
　
門
ぼ
め
・
家
ぼ
め
の
万
歳
式
を
含
ん
だ

　
　
が
此
離
れ
島
へ
渡
つ
て
、
青
年
期
を
印
象
す
る
舞
踊
の
上
に
俤
を
止
め
た
も
の
と
思
は
れ
る
。
而
も

此
に
は
、
伊
勢
踊
り
の
要
素
が
十
分
に
と
り
込
ま
れ
て
居
る
事
は
、
其
演
芸
種
目
に
伊
勢
踊
り
の
あ
る
事

か
ら
見
て
も
知
れ
る
訣
だ
が
、
第
一
、
傘
ぼ
う
ろ
く
と
称
す
る
、
其 

傘  

鉾 

カ
サ
ボ
コ

が
証
し
て
も
居
る
。
又
、
顔

を
極
度
に
隠
す
か
ゞ
み
幕
を
垂
れ
た
褄
折
笠
が
証
し
て
も
居
る
。
若
し
あ
の
中
か
ら
強
ひ
て
、
更
に
古
い

新
島
の
姿
を
求
め
よ
う
な
ら
ば
、
は
ち
ま
き
の
裾
を
垂
ら
し
た
下
緒
サ
ゲ
ヲ
と
称
す
る
、
伊
豆
七
島
の
も
の
い
み

生
活
に
通
じ
た
は
ち
ま
き
の
固
定
し
た
形
で
あ
る
。
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更
に
、
此
は
偶
感
的
な
事
で
は
あ
る
が
、
此
盆
踊
り
の
中
に
、
或
は
た
ゝ
ら
踊
り
の
系
統
が
色
濃
く
流
れ

て
居
る
の
で
は
な
い
か
と
感
ぜ
ら
れ
た
。
あ
の
扇
や
足
の
遣
ひ
方
に
、
た
ゝ
ら
・
棒
づ
き
　
　
ど
う
づ
き

　
　
或
は
堂
供
養
の
要
素
が
濃
厚
に
見
ら
れ
る
様
な
気
が
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
た
の
む
の
神
事
か
ら
上
覧
踊
り
へ
の
推
移
の
跡

同
じ
系
統
の
も
の
に
、
飛
騨
宮
村
の
神
代
踊
り
が
あ
つ
た
。
此
踊
り
に
対
す
る
一
般
的
の
批
評
は
、
新
島

の
盆
踊
り
と
対
照
し
て
、
其
時
代
が
遅
れ
て
居
る
、
其
だ
け
芸
術
的
に
或
洗
練
が
加
は
つ
て
居
る
と
言
ふ

点
に
あ
つ
た
様
だ
。
後
半
の
批
評
は
、
芸
術
批
評
は
控
へ
ね
ば
な
ら
な
い
私
に
も
訣
る
様
な
気
が
す
る
。

け
れ
ど
も
、
前
半
の
批
評
は
、
其
が
全
体
の
為
組
服
装
な
ど
の
点
か
ら
出
て
居
る
と
こ
ろ
を
考
へ
る
と
、

遽
か
に
賛
成
は
出
来
な
く
思
ふ
。
為
組
の
中
に
も
、
部
分
的
に
変
化
が
あ
り
、
固
定
が
あ
り
す
る
点
を
見

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
殊
に
服
装
の
上
で
は
、
其
が
行
は
れ
る
場
合
を
考
慮
に
お
い
て
見
な
け
れ
ば
問
題

に
な
ら
な
い
。
所
謂
桃
山
時
代
以
後
盛
ん
に
な
つ
て
来
た
上
覧
踊
り
に
於
け
る
庶
民
の
服
装
が
、
更
に
時

を
経
て
洗
練
せ
ら
れ
て
あ
ゝ
い
ふ
風
に
な
り
、
又
、
或
期
間
の
中
絶
が
、
此
を
一
層
華
美
に
飛
躍
せ
し
め

た
処
な
ど
も
考
へ
て
見
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
と
思
ふ
。

此
踊
り
で
注
意
す
べ
き
点
は
、
あ
の
一
群
が
四
組
に
分
れ
、
各
組
に
一
人
宛
、
女
に
扮
し
た
、
さ
う
し
て

風
流
笠
を
戴
い
た
男
の
交
つ
て
居
る
点
で
あ
る
。
此
は
数
个
の
字アザ
か
ら
一
所
に
練
り
込
む
と
言
ふ
風
習
が
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出
来
る
以
前
の
形
を
思
は
せ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
元
は
水
無
ミ
ナ
シ
神
社
に
行
は
れ
た
、
八
朔
頃
の
た
の
む
の
神

事
で
あ
つ
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
即
、
収
穫
を
直
後
に
控
へ
て
此
を
祈
る
行
事
で
、
西
出
雲
で
は
、
現

に
今
で
も
念
仏
踊
り
と
称
し
て
居
る
も
の
で
あ
る
。
演
技
に
於
て
は
、
練
れ
て
居
る
け
れ
ど
も
、
新
島
の

も
の
よ
り
は
寧
素
人
意
識
の
多
い
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
。
何
に
し
て
も
大
分
近
代
味
の
加
は
つ
た
、
殊
に

衣
裳
に
於
て
は
最
近
の
も
の
が
加
は
つ
て
居
る
様
に
考
へ
ら
れ
る
の
は
残
念
で
あ
る
。
此
は
友
人
河
合
繁

樹
さ
ん
あ
た
り
が
、
今
少
し
古
風
に
ひ
き
戻
す
工
夫
を
し
て
戴
き
た
い
も
の
だ
と
思
ふ
。
さ
う
し
て
、
宮

に
仕
へ
る
若
者
衆
が
行
オ
コ
ナつ
た
念
仏
踊
り
が
、
更
に
上
覧
踊
り
に
変
つ
て
行
つ
た
道
筋
を
、
今
少
し
考
へ
易

く
し
て
貰
ひ
た
い
と
思
ふ
。
恐
ら
く
昔
は
、
ま
う
少
し
芸
術
的
感
興
の
あ
つ
た
も
の
で
あ
つ
た
ら
う
。

　
　
　
　
　
　
　
民
俗
芸
術
史
の
立
ち
場
か
ら

会
津
の
玄
如
節
は
、
非
常
に
統
一
の
つ
い
た
も
の
で
あ
つ
た
が
、
一
点
の
も
の
足
り
な
さ
が
あ
つ
た
。
あ

ま
り
に
自
由
で
、
少
し
の
拘
泥
も
な
い
、
と
言
つ
た
と
こ
ろ
が
、
却
つ
て
欠
点
だ
つ
た
の
で
は
な
か
ら
う

か
。
そ
れ
に
、
芸
を
見
せ
る
と
言
つ
た
意
識
の
あ
る
事
が
我
々
に
も
感
じ
ら
れ
た
点
が
、
如
何
に
も
残
念

だ
と
思
は
れ
た
。
あ
れ
で
は
、
ど
う
し
た
つ
て
向
う
に
磐
梯
山
が
聳
え
て
居
る
と
は
思
は
れ
な
い
。
会
津

平
野
で
踊
つ
て
居
る
と
言
ふ
気
持
ち
で
な
く
、
や
は
り
東
京
の
人
達
が
見
て
居
る
前
で
踊
つ
て
居
る
と
言

ふ
意
識
の
方
が
強
く
、
如
何
に
自
由
な
踊
り
ぶ
り
で
あ
る
か
を
見
て
く
れ
と
言
つ
た
気
持
ち
が
、
我
々
の
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胸
に
も
這
入
つ
て
来
た
。
勿
論
、
其
が
同
時
に
あ
れ
の
面
白
か
つ
た
所
以
で
も
あ
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
ま

う
少
し
、
さ
う
し
た
優
越
感
の
な
か
つ
た
方
が
よ
か
つ
た
様
な
気
が
す
る
。
だ
か
ら
、
さ
う
し
た
優
越
感

の
あ
つ
た
人
ほ
ど
い
け
な
か
つ
た
。
人
を
指
し
て
は
気
の
毒
だ
け
れ
ど
も
、
あ
の
中
で
は
一
番
う﹅
ま﹅
く﹅
も

あ
つ
た
の
だ
ら
う
。
そ
れ
に
い
ろ
〳
〵
他
人
の
世
話
を
や
い
た
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
地
位
に
あ
つ
た

ん
だ
と
思
ふ
が
、
最
後
に
水
を
飲
ん
で
き﹅
つ﹅
か﹅
け﹅
を
つ
け
た
人
が
あ
つ
た
が
、
あ
の
人
か
ら
受
け
る
も
の

が
一
番
感
銘
が
不
純
だ
つ
た
。
此
点
で
は
、
水
を
飲
ま
し
た
演
出
者
に
も
不
平
は
あ
る
。
し
か
し
、
日
本

の
か
う
し
た
大
衆
的
な
芸
術
に
、
あ
ゝ
し
た
せ
ん
ち
め
ん
た
り
ず
む
な
気
分
は
、
最
早
滅
び
る
時
期
が
来

た
の
だ
と
思
ふ
。
勿
論
、
大
衆
芸
術
に
は
当
然
感
傷
味
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
は
あ
る
が
、
現
代
で
は
、

さ
う
し
た
せ
ん
ち
め
ん
と
以
外
に
、
も
つ
と
外
の
或
も
の
が
加
は
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
だ
と
思
ふ
。

た
ゞ
、
爰
で
民
俗
芸
術
史
の
立
ち
場
か
ら
感
じ
た
事
を
一
言
申
し
て
置
く
と
、
普
通
我
々
が
言
ふ
長
篇
の

口
説
ク
ド
キ
節
以
外
に
、
ど
ゝ
逸
に
近
い
形
の
　
　
な
げ
節
以
前
か
ら
見
え
て
居
る
傾
向
の
　
　
短
い
口
説
が
出

来
て
居
つ
て
、
其
が
長
い
叙
事
詩
の
代
り
を
し
て
居
つ
た
。
そ
し
て
其
が
、
地
方
々
々
で
あ
る
空
想
づ
け

ら
れ
た
名
高
い
来
歴
を
持
つ
た
民
謡
を
作
る
事
に
な
つ
た
。
譬
へ
ば
、
追
分
の
如
き
、
お
ば
こ
の
如
き
、

或
は
此
玄
如
節
の
如
き
も
の
が
出
来
た
の
で
、
其
起
源
は
、
勿
論
、
ほ
そ
り
・
な
げ
節
な
ど
の
起
源
に
な

つ
て
来
る
の
だ
ら
う
。
け
れ
ど
も
、
さ
う
言
ふ
一
つ
の
、
日
本
民
謡
史
の
中
の
或
視
野
が
、
此
唄
を
き
ゝ
、
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此
踊
り
を
見
て
居
る
中
に
展
け
て
来
た
様
な
気
持
ち
が
し
て
来
た
の
で
あ
る
。
此
玄
如
節
の
如
き
も
、
玄

女
と
言
ふ
女
が
居
つ
て
此
唄
が
出
来
た
と
言
ふ
け
れ
ど
も
、
其
は
反
対
に
、
此
唄
か
ら
さ
う
し
た
空
想
の

人
物
が
生
れ
て
来
た
の
で
、
又
、
玄
女
の
名
そ
の
も
の
が
、
唄
ひ
方
や
ら
発
音
や
ら
か
ら
生
れ
て
来
た
の

に
相
違
な
い
。
そ
し
て
其
が
無
限
に
替
へ
唄
を
作
つ
て
行
つ
て
、
や
が
て
一
つ
の
民
謡
の
一
群
団
を
な
す

や
う
に
も
な
つ
て
行
つ
た
の
で
あ
ら
う
。

　
　
　
　
　
　
　
練
道
・
立
合
の
演
劇
化
せ
る
前
と
後
と

淡
路
の
大
久
保
踊
り
に
就
い
て
は
、
或
晩
一
緒
に
見
て
居
た
北
原
白
秋
氏
が
、
此
と
同
じ
も
の
を
大
分
の

臼
杵
ウ
ス
キ
で
も
見
た
と
言
う
て
居
ら
れ
た
。
さ
う
し
て
見
る
と
、
存
外
我
々
の
知
ら
な
い
陰
に
、
い
ろ
ん
な
も

の
が
広
く
分
布
し
て
居
る
と
言
ふ
事
が
感
じ
ら
れ
る
。
私
の
感
じ
た
処
で
は
、
此
芸
は
、
阿
波
方
面
で
盛

ん
に
行
は
れ
る
、
先
に
述
べ
た
堂
供
養
か
ら
出
発
し
た
と
思
は
れ
る
、
た
ゝ
ら
踊
り
・
笠
踊
り
の
演
劇
的

な
要
素
を
多
分
に
含
ん
だ
も
の
ら
し
い
。
第
一
に
細
い
廊
下
の
や
う
な
と
こ
ろ
を
練
り
歩
く
と
言
ふ
事
が

其
で
あ
る
。
此
形
の
だ
ん
〳
〵
発
達
し
て
行
つ
た
の
が
、
川
崎
音
頭
・
伊
勢
音
頭
、
引
い
て
は
明
治
の
都

踊
り
以
下
の
練ネ
り
踊
り
を
形
づ
く
つ
て
来
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
其
間
変
化
を
求
め
る
為
に
、
一
組
づ
ゝ

の
演
劇
的
な
要
素
を
も
つ
た
も
の
を
入
れ
る
様
に
な
つ
て
来
た
の
が
、
白
石
・
寺
子
屋
・
土
橋
な
ど
で
あ

る
の
だ
が
、
爰
で
注
意
す
べ
き
は
、
何
故
そ
の
間
に
刀
の
類
を
と
り
扱
ふ
事
を
主
と
し
て
居
る
か
と
言
ふ
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事
で
あ
る
。
単
に
演
劇
的
の
要
素
を
入
れ
る
と
言
ふ
だ
け
な
ら
ば
、
必
し
も
刀
を
振
り
翳カザ
す
も
の
と
、
此

を
受
け
る
も
の
と
の
対
立
だ
け
に
し
な
く
と
も
よ
い
筈
で
あ
る
。
此
は
、
刀
を
持
た
せ
る
前
に
、 

相  

舞 

ア
ヒ
マ
ヒ

よ
り
も
、
寧
、 

立  

合 

タ
チ
ア
ヒ

と
も
言
ふ
べ
き
、
同
じ
と
り
も
の
を
持
つ
て
対
立
的
に
舞
ふ
風
が
あ
つ
た
の
で
あ

ら
う
。
其
が
多
く
は
長
い
棒
の
類
で
あ
つ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
か
う
し
た
も
の
が
発
達
し
て
来
た
の
だ
と
、

私
は
見
た
い
。
そ
し
て
、
其
立
合
の
形
を
作
ら
な
い
前
の
も
の
が
、
髭
奴
・
三
階
笠
・
片
手
枕
・
淀
の
車

な
ど
で
あ
ら
う
が
、
此
と
て
も
、
既
に
練
り
踊
り
の
形
か
ら
、
一
歩
相
唱
的
な
繰
り
返
し
の
形
が
出
来
て

居
た
も
の
と
思
は
れ
る
。
だ
か
ら
、
其
以
前
に
は
、
個
々
別
々
な
服
装
と
即
興
的
な
舞
踊
で
、
練
道
風
に

練
り
歩
い
た
姿
を
思
は
せ
て
居
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
演
芸
種
目
の
固
定
に
対
す
る
打
開

尚
此
機
会
に
述
べ
て
置
く
が
、
私
は
、
い
つ
で
も
此
郷
土
舞
踊
の
会
に
、
日
本
の
舞
踊
の
一
原
理
に
な
つ

て
居
る
、
極
か
す
か
な
演
劇
的
な
味
を
含
ん
だ
、
演
劇
的
な
も
の
が
避
け
ら
れ
勝
ち
な
傾
向
に
あ
る
の
を

遺
憾
に
思
う
て
居
る
。
若
し
此
が
、
職
業
的
で
あ
る
と
言
ふ
、
或
は
都
会
的
で
あ
る
と
言
ふ
事
の
為
に
さ

う
さ
れ
て
居
る
の
で
あ
る
と
し
た
ら
、
そ
こ
に
尚
一
層
の
苦
心
を
願
つ
て
、
都
会
的
・
職
業
人
的
で
な
い

と
こ
ろ
の
演
劇
舞
踊
の
発
見
と
紹
介
と
を
一
つ
の
標
目
に
し
て
戴
き
た
い
と
思
ふ
。
で
な
け
れ
ば
、
我
々

は
、
少
く
と
も
平
安
朝
以
後
の
歌
謡
・
舞
踊
に
通
じ
て
居
る
一
大
原
動
力
を
見
落
す
事
に
な
る
の
で
あ
る
。
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何
に
し
て
も
青
年
館
の
毎
年
の
努
力
に
対
し
て
は
、
二
本
の
手
で
は
賛
成
し
切
れ
な
い
ほ
ど
厚
意
と
満
足

と
を
感
じ
て
居
る
の
で
あ
る
が
、
外
の
方
々
も
既
に
感
じ
て
居
ら
れ
る
様
に
、
こ
ゝ
で
一
飛
躍
を
し
な
け

れ
ば
、
演
芸
種
目
の
上
に
或
固
定
が
出
来
る
事
は
事
実
で
あ
る
。
其
に
は
、
か
う
言
ふ
方
面
を
考
へ
て
見

る
事
も
、
確
か
に
さ
う
し
た
方
面
の
一
活
路
を
開
く
事
に
な
る
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
ど
つ
さ
り
節
と
六
斎
念
仏
と

あ
ま
り
長
く
な
つ
た
が
、
あ
と
の
二
つ
に
就
い
て
一
言
だ
け
言
う
て
置
か
う
。

隠
岐
の
ど﹅
つ﹅
さ﹅
り﹅
節
の
如
き
、
山
城
の
六
斎
念
仏
の
如
き
、
片
方
は
追
分
の
一
分
化
と
称
し
な
が
ら
、
極

め
て
追
分
と
は
縁
遠
く
な
つ
て
居
る
点
に
於
て
、
日
本
民
謡
の
或
性
質
が
見
ら
れ
る
様
に
思
う
た
。

六
斎
念
仏
で
は
、
殊
に
出
て
来
た
村
が
、
上
葛
宮
吉
祥
院
で
あ
る
だ
け
に
、
御
霊
信
仰
・
念
仏
な
ど
の
関

係
が
、
深
く
我
々
の
歴
史
的
考
究
欲
を
そ
ゝ
つ
た
の
だ
が
、
譬
へ
、
私
の
考
へ
る
民
俗
芸
術
の
範
囲
は
全

然
離
れ
て
居
な
い
に
し
て
も
、
既
に
私
が
最
後
の
条
件
を
加
へ
た
部
分
の
民
俗
芸
術
に
入
り
過
ぎ
て
居
る

も
の
で
あ
る
。
若
し
此
を
許
す
事
の
出
来
る
雅
量
が
あ
る
な
ら
ば
、
今
少
し
静
か
な
、
今
少
し
演
芸
的
で

な
い
も
の
で
、
而
も
も
つ
と
田
舎
の
演
劇
的
な
要
素
を
含
ん
だ
　
　
演
劇
芸
能
の
歴
史
を
顧
る
に
好
都
合

な
　
　
材
料
が
た
く
さ
ん
あ
る
に
違
ひ
な
い
と
思
ふ
。

し
か
し
、
何
の
彼
の
と
言
う
て
も
、
我
々
は
街
に
居
な
が
ら
、
静
か
に
田
舎
の
人
と
同
じ
呼
吸
を
か
は
す
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一
夜
を
、
譬
へ
一
年
の
間
に
数
夜
だ
け
で
あ
ら
う
と
得
ら
れ
る
と
言
ふ
事
は
、
幸
福
な
年
中
行
事
だ
と
感

謝
を
し
て
居
る
。
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