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何
時
誰
か
ら
聞
い
た
の
だ
つ
た
か
覚
え
な
い
が
、
か
う
い
ふ
こ
と
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。

　
山
奥
の
村
に
、
新
し
く
小
学
校
が
設
け
ら
れ
る
。
小
学
校
で
は
、
毎
年
創
立
記
念
日
に
学
童
の
作
品
展

覧
会
が
催
さ
れ
る
。
尋
常
五
年
生
は
毎
年
関
東
地
方
の
地
図
を
出
品
す
る
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。
最
初
の

年
に
は
三
ち
や
ん
が
一
等
賞
に
な
る
。
二
年
目
に
は
五
　

 

ン
ち
や
ん
が
一
等
賞
を
と
る
。
か
う
し
て
五
六
年

目
頃
ま
で
は
、
年
々
、
一
等
は
一
等
で
も
そ
の
一
等
が
目
に
見
え
て
立
派
さ
を
加
へ
て
行
く
の
だ
が
、
そ

の
五
六
年
を
過
ぎ
て
し
ま
ふ
と
、
一
等
賞
の
関
東
地
方
の
地
図
は
年
々
お
ん
な
じ
位
の
出
来
栄ばえ
と
な
り
、

も
う
そ
の
村
が
格
段
開
け
る
と
か
な
ん
と
か
し
な
い
限
り
、
そ
の
出
来
栄
は
大
体
変
ら
な
い
と
い
ふ
の
で

あ
る
。

　
詩
も
亦
寔
に
そ
の
や
う
で
あ
る
。
最
初
の
年
の
一
等
賞
の
三
ち
や
ん
が
ゐ
た
の
で
、
二
年
目
の
五
　

 

ン
ち

や
ん
は
何
か
得
を
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
理
論
や
練
習
の
問
題
で
は
な
い
。
す
べ
て
技わざ
の
進
歩
と
い
ふ

も
の
は
、
見
や
う
見
真
似
で
覚
え
る
こ
と
か
ら
発
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
思
念
だ
け
で
は
足
り
な
い
、

思
念
と
物
質
と
が
一
緒
に
な
つ
て
働
い
て
ゐ
る
と
こ
ろ
と
か
、
そ
の
結
果
を
見
覚
え
る
と
か
す
る
こ
と
が

勘
甚
な
の
で
あ
る
。
イ
ン
ス
パ
イ
ヤ
ー
さ
れ
る
と
は
、
蓋
し
そ
の
こ
と
で
あ
ら
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
他
の
事
で
は
い
ざ
知
ら
ず
芸
術
で
は
伝
統
と
い
ふ
も
の
は
大
変
有
難
い
も
の
で
あ
る
。
そ
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れ
を
肯
定
す
る
に
し
て
も
否
定
す
る
に
し
て
も
、
ま
づ
そ
れ
が
あ
つ
て
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
扨
、
日
本
の
詩
の
伝
統
は
と
見
る
と
、
（
茲
で
は
明
治
初
年
井
上
博
士
に
依
つ
て
新
体
詩
と
銘﹅
で
あ
つ

た
。
而
も
兎
も
角
も
詩
の
格
を
備
へ
た
も
の
は
、
概
し
て
概
念
的
で
あ
つ
た
。

　
何
れ
に
せ
よ
、
わ
が
詩
の
伝
統
は
未
だ
微
々
た
る
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
「
伝
統
が
な
い
」
、
謂
は
ば

「
型
が
な
い
」
と
か
「
見
本
が
な
い
」
と
か
い
ふ
や
う
な
こ
と
程
、
詩
人
に
と
つ
て
辛
い
こ
と
は
な
い
の

で
あ
る
。
詩
人
が
辛
い
ば
か
り
で
は
な
い
。
読
者
も
亦
辛
い
の
で
あ
る
。
　
　
と
ま
れ
無
形
の
期
待
な
ぞ

と
い
ふ
も
の
は
な
い
。
期
待
が
こ
れ
と
口
に
云
へ
な
い
場
合
に
も
期
待
が
あ
る
限
り
期
待
が
期
待
し
て
ゐ

る
な﹅
ん﹅
ら﹅
か﹅
の﹅
型﹅
、
と
い
ふ
も
の
は
あ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
予
想
出
来
る
そ
の
型
が
な
い
の
で
、
大
衆

の
方
で
は
詩
人
に
期
待
し
よ
う
が
も
の
は
な
い
の
で
あ
る
。
す
る
と
な
る
と
、
今
度
は
そ
の
こ
と
は
詩
人

に
と
つ
て
辛
い
の
で
あ
る
。
詩
人
が
孤
立
す
る
か
ら
と
い
ふ
の
で
は
な
い
。
芸
術
と
い
ふ
も
の
が
、
普
通

に
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
よ
り
も
、
も
つ
と
ず
つ
と
大
衆
と
の
合
作
に
な
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
れ
を
短
歌
や
俳
句
の
場
合
で
み
る
と
、
大
衆
は
今
後
歌
人
な
り
俳
人
が
書
い
て
呉
れ
よ
う
と
呉
れ
ま

い
と
、
書
い
て
呉
れ
る
と
す
れ
ば
ど
う
い
ふ
「
型
」
の
も
の
を
書
い
て
呉
れ
る
か
ゞ
分
つ
て
ゐ
る
し
、
従

つ
て
大
衆
の
期
待
が
あ
る
と
云
へ
る
の
で
あ
る
。
（
茲
で
「
型
」
と
い
つ
て
ゐ
る
の
は
決
し
て
詩
の
定
形

を
云
つ
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
か
ら
断
つ
て
置
く
。
）
だ
か
ら
、
短
歌
や
俳
句
に
は
、
既
に
盛
る
に
不
適
当
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な
感
性
が
現
代
に
は
あ
る
と
多
か
れ
少
な
か
れ
感
じ
ら
れ
て
ゐ
る
に
も
拘
ら
ず
、
歌
人
俳
人
の
方
が
詩
人

よ
り
も
遥
か
に
身
過
ぎ
世
過
ぎ
は
楽
だ
と
い
ふ
有
様
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
も
し
、
二
三
の
人
々
が
云
ふ
や
う
に
、
現
代
生
活
自
体
が
詩
に
反
撥
す
る
所
の
も
の
を
有
し
て

ゐ
る
の
で
詩
が
不
振
と
な
ら
ば
、
短
歌
・
俳
句
こ
そ
詩
よ
り
も
も
つ
と
不
振
で
あ
り
さ
う
な
も
の
だ
と
考

へ
て
み
ら
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。

　
私
が
思
ふ
に
は
、
詩
の
様
式
は
変
遷
し
て
ゆ
く
で
あ
ら
う
が
、
詩
そ
の
も
の
が
要
求
さ
れ
な
く
な
る
わ

け
は
な
い
。
仮
り
に
そ
の
要
求
の
満
足
さ
れ
る
場
所
が
生
活
の
方
に
転
移
す
る
と
し
て
も
、
転
移
し
た
ら

転
移
し
た
と
し
て
の
詩
心
の
表
現
物
、
即
ち
詩
は
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
現
在
の
所
、
だ
か
ら
、
詩
が

要
求
さ
れ
な
い
の
で
は
な
い
、
詩
と
い
ふ
「
型
」
、
謂
は
ば
詩
の
生
存
態
が
ハ
ツ
キ
リ
し
て
ゐ
な
い
の
で
、

詩
を
要
求
し
よ
う
が
も
の
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
で
は
明
治
時
代
に
は
、
詩
が
今
よ
り
は
振
る
つ
て
ゐ
た
と
見
え
る
の
は
ど
う
か
と
云
ふ
か
も
知
れ
な
い

が
、
そ
れ
に
対
し
て
は
、
恐
ら
く
当
時
猶
人
々
は
謂
ふ
所
の
「
町
の
英
雄
」
で
、
娘
よ
り
も
新
手
の
お﹅
ひ﹅

き﹅
ず﹅
り﹅
を
ま
た
打
眺
め
た
も
の
で
あ
つ
た
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
も
考
へ
ら
れ
る
し
、
現
今
詩
人
達
が
明
治

・
大
正
の
遺
産
だ
け
で
間
に
合
は
す
傾
向
が
あ
る
に
反
し
て
、
何
し
ろ
そ
の
見
本
は
身
辺
に
乏
し
か
つ
た

明
治
の
詩
人
は
本
場
の
を
勉
強
し
活
気
を
持
つ
て
ゐ
た
と
考
へ
ら
れ
る
。
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で
、
ま
づ
我
々
詩
人
が
、
詩
の
生
存
態
を
ハ
ツ
キ
リ
と
掴
む
こ
と
が
問
題
で
あ
る
と
思
ふ
。
そ
れ
に
は

そ
の
本
場
の
作
品
を
、
読
む
こ
と
よ
り
ほ
か
に
は
手
が
な
い
と
思
は
れ
る
。
「
人
間
修
業
」
だ
の
、
「
自

然
に
親
し
む
」
な
ぞ
と
い
ふ
こ
と
が
云
は
れ
る
が
、
そ
れ
は
も
と
よ
り
大
切
乍
ら
、
そ
れ
と
詩
と
は
只
関

係
が
密
接
な
だ
け
で
、
先
づ
何
よ
り
も
先
人
の
作
品
は
読
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
を
学
ば
な
い
に

拘
ら
ず
、
思
念
だ
け
で
は
足
り
な
い
、
何
か
し
ら
芸
術
は
道﹅
具﹅
を﹅
要﹅
す﹅
る﹅
も﹅
の﹅
で﹅
あ﹅
る﹅
か﹅
ら﹅
、
作
品
が
読

ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
茲
で
一
寸
話
は
変
る
が
、
由
来
西
洋
の
詩
は
鈍
感
な
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
や
う
な
通
念
が
あ
る
。
勿
論

そ
れ
は
余
り
お
菓
子
の
欲
し
く
な
い
人
が
駄
菓
子
の
方
が
寧
ろ
美
味
い
、
と
い
ふ
時
の
や
う
な
ふ
う
に
し

て
発
生
し
た
通
念
と
見
え
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
一
応
の
由
来
は
あ
る
と
思
へ
る
の
で
、
一
寸
そ
の
事

に
就
い
て
云
つ
て
み
れ
ば
、

　
西
洋
人
の
方
が
、
我
々
よ
り
も
尠
く
も
形
の
上
で
は
楽
天
的
で
あ
る
、
従
つ
て
即
興
的
で
あ
る
よ
り
も

構
成
を
怡
し
む
習
性
を
一
層
持
つ
て
ゐ
る
。
つ
ま
り
よ
り
一
層
造
型
的
だ
と
云
へ
る
で
あ
ら
う
。
だ
か
ら

東
洋
の
も
の
に
対
す
る
時
よ
り
も
、
も
つ
と
ず
つ
と
ゆ
つ
た
り
と
し
た
気
構
へ
が
要
す
る
と
思
は
れ
る
。

況
や
、
風
俗
は
異
つ
て
ゐ
る
に
於
て
を
や
。

　
猶
、
俳
句
の
や
う
に
微
妙
な
も
の
は
な
い
と
云
は
れ
る
が
、
私
自
身
も
随
分
さ
う
思
ふ
が
、
だ
か
ら
西
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洋
の
詩
は
微
妙
で
な
い
か
と
い
ふ
に
さ
う
で
は
な
い
。
　
　
因
み
に
、
各
民
族
の
古
い
時
代
に
は
、
俳
句

の
如
く
短
詩
形
が
あ
り
、
そ
れ
が
ま
た
非
常
に
微
妙
な
も
の
で
あ
つ
た
と
い
ふ
こ
と
を
、
俳
句
が
そ
れ
に

相
当
す
る
と
い
ふ
の
で
は
な
い
ま
で
も
、
一
応
想
起
さ
れ
た
い
の
で
あ
る
。
例
へ
ば
印
度
古
詩
。
又
、
旧

約
聖
書
の
「
詩
篇
」
に
於
い
て
、
「
ヤ
ー
エ
」
と
呼
ぶ
時
に
、
ヤ
ー
エ
と
い
ふ
一
単
語
の
音
色
が
既
に
今

で
は
感
じ
切
れ
な
い
程
の
微
妙
な
意
味
を
も
有
し
て
ゐ
た
で
あ
ら
う
こ
と
な
ぞ
、
一
応
想
起
さ
れ
た
い
の

で
あ
る
。

　
話
は
元
に
戻
る
。
よ
く
読
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
。
思
念
を
現
は
し
て
ゐ
る
そ
の
様
子
を
会
得
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
さ
も
な
い
限
り
、
思
念
の
深
い
人
に
は
な
る
と
も
、
詩
人
と
は
な
ら
な
い
。
此
の
事
は
、
ま
だ

詩
と
い
ふ
型
が
ハ
ツ
キ
リ
し
て
ゐ
る
と
云
へ
な
い
現
状
に
於
い
て
、
十
分
に
注
意
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

つ
ま
り
、
絵
と
い
ふ
か
ら
に
は
絵
具
や
画
布
、
大
工
と
い
ふ
に
は
槌
や
鉋
、
ま
づ
そ﹅
の﹅
道﹅
具﹅
で
す
る
こ
と

が
面
白
い
の
で
な
い
限
り
そ﹅
の﹅
こ﹅
と﹅
と
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
又
一
方
、
大
衆
と
し
て
は
、
詩
と
い
ふ

型
が
ハ
ツ
キ
リ
し
て
ゐ
な
い
限
り
、
詩
に
詩
以
外
の
物
を
も
要
求
し
て
か
ゝ
る
場
合
が
あ
る
の
だ
し
、
無

理
か
ら
ぬ
こ
と
で
も
あ
る
。

　
詩
と
い
ふ
も
の
が
、
恰
度
帽
子
と
云
へ
ば
中
折
も
鳥
打
も
あ
る
の
に
、
帽
子
と
聞
く
が
早
い
か
「
あ
あ

い
ふ
も
の
」
と
ハ
ツ
キ
リ
分
る
や
う
に
分
ら
な
い
限
り
、
詩
は
世
間
に
喜
ば
れ
る
も
、
喜
ば
れ
な
い
も
不
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振
も
隆
盛
も
な
い
も
の
で
あ
る
。
扨
私
は
、
明
治
以
来
詩
人
が
ゐ
な
か
つ
た
と
い
ふ
の
で
は
断
じ
て
な
い
。

ま
だ
詩
と
い
ふ
も
の
が
、
大
衆
の
通
念
の
中
に
位
置
す
る
程
に
は
な
つ
て
ゐ
な
い
と
云
ふ
の
で
あ
る
。
大

衆
の
通
念
の
中
に
位
置
し
な
い
限
り
、
算
出
さ
れ
る
詩
の
非
凡
と
平
凡
と
を
問
は
ず
、
詩
の
用
途
と
い
ふ

も
の
は
な
く
、
あ
る
と
す
れ
ば
何
か
他
の
物
の
代
用
と
し
て
の
用
途
を
し
か
し
て
ゐ
な
い
と
云
へ
る
の
で

あ
る
。

　
事
実
、
詩
と
い
へ
ば
「
あ
あ
い
ふ
も
の
」
と
、
一
般
的
に
ハ
ツ
キ
リ
と
位
置
す
る
も
の
と
な
つ
た
と
し

た
ら
、
楽
し
む
方
で
も
作
る
方
で
も
、
事
情
は
一
変
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
容
易
に
首
肯
さ
れ
さ
う

で
ゐ
て
、
却
々
了
得
さ
れ
難
い
こ
と
だ
と
思
は
れ
る
。

　
序
で
乍
ら
、
詩
程
で
は
な
い
迄
も
、
小
説
だ
と
て
、
ま
だ
一
般
的
に
ハ
ツ
キ
リ
と
位
置
し
て
は
ゐ
な
い
。

寧
ろ
通
俗
小
説
の
方
が
、
そ
の
点
で
は
小
説
（
つ
ま
り
純
文
学
作
品
の
）
よ
り
も
進
ん
で
ゐ
る
と
考
へ
ら

れ
る
。
勿
論
私
は
茲
で
多
く
読
ま
れ
る
少
な
く
読
ま
れ
る
の
問
題
に
は
関
係
な
く
、
小
説
と
、
通
俗
小
説

と
の
、
通
念
と
し
て
の
確
立
振
り
を
問
題
に
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
い
ふ
も
恐
ら
く
通
俗
小
説
の

方
が
よ
り
豊
富
な
伝
統
を
持
つ
て
ゐ
た
と
い
ふ
か
、
そ
れ
と
も
通
俗
小
説
の
方
が
小
説
よ
り
も
一
層
に
容

易
に
伝
統
か
ら
得
を
す
る
こ
と
が
出
来
た
と
い
ふ
か
そ
の
ど
つ
ち
か
で
あ
る
と
思
ふ
。

　
要
は
、
何
度
も
云
ふ
や
う
だ
が
詩
人
が
そ
の
先
人
の
お
手
本
　
　
茲
で
は
必
竟
本
場
の
お
手
本
と
い
ふ
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こ
と
に
な
る
が
　
　
を
、
よ
く
呑
み
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
詩
人
の
性
向
の
新
奇
と
古
風
と
を
問
は

ず
、
ま
づ
は
そ
の
「
道
」
に
馴
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
上
で
の
作
品
で
な
い
限
り
、
ア
マ
チ
ュ
ア
芸

だ
し
、
民﹅
族﹅
の﹅
詩
と
な
る
日
は
来
な
い
の
で
あ
る
。

　
短
歌
や
俳
句
の
、
な
ん
と
そ
の
「
型
」
、
そ
の
生
存
態
の
ハ
ツ
キ
リ
し
て
ゐ
る
こ
と
！
　
　
で
は
、
と

諸
君
は
云
ふ
か
も
知
れ
ぬ
、
詩
人
が
み
ん
な
歌
人
か
俳
人
か
に
な
れ
ば
よ
い
で
は
な
い
か
。

　
御
尤
も
だ
が
、
さ
う
云
ふ
か
ら
に
は
、
諸
君
は
短
歌
、
俳
句
、
詩
、
と
い
ふ
三
つ
の
も
の
を
随
分
同
一

性
質
な
も
の
だ
と
思
ひ
過
ぎ
て
ゐ
る
の
だ
。
恰
か
も
此
の
三
つ
の
も
の
は
、
大
工
と
左
官
が
或
る
意
味
で

は
全
く
近
く
、
而
も
別
々
な
も
の
で
あ
る
や
う
に
別
々
な
も
の
で
あ
る
。
芸
術
、
技
術
等
の
世
界
で
は
、

道
具
と
か
形
式
と
か
の
相
違
が
非
常
に
大
き
い
役
を
演
ず
る
の
だ
と
い
ふ
こ
と
は
茲
で
も
繰
返
し
想
起
さ

れ
る
必
要
が
あ
る
。

　
で
は
詩
と
は
、
ど
う
い
ふ
も
の
か
と
問
は
れ
る
で
も
あ
ら
う
。
出
来
る
こ
と
な
ら
即
座
に
お
答
へ
し
た

い
。
だ
が
、
で
は
帽
子
と
い
ふ
も
の
は
ど
う
い
ふ
も
の
で
せ
う
？
　
恐
ら
く
「
あ
あ
い
ふ
も
の
」
と
、
貴

方
に
も
私
に
も
互
ひ
に
よ
く
分
つ
て
ゐ
る
か
ら
「
あ
あ
い
ふ
も
の
」
な
の
で
す
が
「
あ
あ
い
ふ
も
の
」
だ

と
い
ふ
以
外
に
、
此
の
場
合
他
の
如
何
な
る
言
葉
も
帽
子
の
属
性
な
り
用
途
な
り
の
指
示
に
止
る
ほ
か
は

な
い
で
せ
う
。
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と
は
い
へ
詩
と
は
、
か
う
い
ふ
も
の
だ
と
、
何
と
か
云
つ
て
見
た
く
思
ひ
ま
す
。
で
吃
り
吃
り
左
に
云

ふ
所
は
、
ど
う
か
笑
は
な
い
で
聞
い
て
貰
ひ
た
い
。

　
詩
と
は
、
何
等
か
の
形
式
の
リ
ズ
ム
に
よ
る
、
詩
心
（
或
ひ
は
歌
心
と
云
つ
て
も
よ
い
）
の
容
器
で
あ

る
。
で
は
、
短
歌
、
俳
句
と
は
ど
う
違
ふ
か
と
云
ふ
に
、
そ
の
最
も
大
事
だ
と
思
は
れ
る
点
は
、
短
歌
・

俳
句
よ
り
も
、
度ど
合あ
的ひ
に
で
は
あ
る
が
、
繰
返
し
、
あ
の
折
句
だ
の
畳
句
だ
の
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
容
れ

ら
れ
る
余
地
が
、
殆
ん
ど
質
的
と
云
つ
て
も
好
い
程
に
詩
の
方
に
は
存
し
て
ゐ
る
。
繰
返
し
、
旋
回
、
謂

は
ば
回
帰
的
傾
向
を
、
詩
は
も
と
も
と
大
い
に
要
求
し
て
ゐ
る
。
平
た
く
云
へ
ば
、
短
歌
・
俳
句
よ
り
も
、

詩
は
そ
の
過
程
が
ゆ
た
り
ゆ
た
り
し
て
ゐ
る
。
短
歌
・
俳
句
は
、
一
詩
心
の
一
度
の
指
示
、
或
ひ
は
一
度

の
暗
示
に
終
始
す
る
が
、
詩
で
は
（
根
本
的
に
は
や
は
り
一
篇
に
就
き
一
度
の
も
の
だ
ら
う
と
も
）
そ
れ

の
旋
回
の
可
能
性
を
、
其
処
で
、
事
実
上
旋
回
す
る
と
否
と
に
拘
ら
ず
用
意
し
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
。
で
、

こ
れ
を
一
と
先
づ
「
ゆ
た
り
ゆ
た
り
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
て
、

　
此
の
ゆ
た
り
ゆ
た
り
が
、
日
猶
浅
く
大
衆
の
も
の
と
な
つ
て
ゐ
な
い
の
で
、
つ
ま
り
「
あ
あ
い
ふ
も
の

か
」
と
ば
か
り
分
り
易
い
も
の
と
な
つ
て
ゐ
な
い
の
で
、
大
衆
は
詩
に
親
し
み
に
く
い
の
だ
し
、
詩
人
の

方
も
産
出
困
難
な
の
で
あ
る
。
事
実
我
々
が
詩
作
の
場
合
に
、
我
々
の
周
囲
に
一
杯
あ
る
短
歌
や
俳
句
の

影
響
は
余
り
に
も
浸
入
す
る
と
い
ふ
や
う
な
有
様
な
の
で
あ
る
。
尤
も
、
此
の
浸
入
が
不
可
な
い
と
い
ふ
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の
で
は
な
い
、
勿
論
裨
益
も
す
る
の
だ
が
、
短
歌
や
俳
句
が
我
が
詩
心
界
を
代
表
す
る
如
く
に
一
本
立
ち

に
、
詩
は
猶
そ
れ
を
代
表
す
る
こ
と
は
出
来
な
く
、
而
も
時
勢
は
既
に
詩
歌
と
し
て
短
歌
・
俳
句
だ
け
で

は
間
に
合
は
な
い
詩
的
要
求
の
萠
芽
を
見
て
ゐ
る
と
云
ひ
た
い
の
で
あ
る
。
勿
論
か
う
い
ふ
こ
と
は
、
こ

れ
と
明
確
に
云
へ
る
こ
と
で
は
な
い
が
、
今
仮
り
に
手
短
か
に
云
つ
て
み
る
な
ら
ば
、
短
歌
・
俳
句
は
、

そ
の
形
の
大
小
を
云
ふ
の
で
は
な
い
が
、
は
や
か
ぼ
そ
い
歌
声
と
我
等
が
耳
に
響
く
の
で
あ
る
。
斯
か
る

時
詩
は
猶
男
の
子
と
し
て
誕
生
し
て
ゐ
な
い
と
あ
つ
て
は
、
情
な
い
こ
と
で
も
あ
る
が
、
た
だ
此
の
場
合
、

短
歌
や
俳
句
と
い
ふ
詩
歌
の
形
態
が
衰
亡
す
る
こ
と
を
以
て
、
詩
歌
そ
の
も
の
の
衰
亡
と
な
す
な
ら
ば
早

計
で
あ
ら
う
。
人
が
、
詩
歌
と
い
ふ
「
あ
あ
い
ふ
も
の
」
を
欲
し
く
な
る
時
が
あ
る
限
り
、
詩
歌
と
い
ふ

も
の
は
存
す
る
の
で
あ
る
。

「
散
文
が
結
果
的
に
一
つ
の
イ
デ
ー
の
下
に
凝
集
し
て
ゐ
る
に
対
し
、
詩
は
一
つ
の
イ
デ
ー
か
ら
出
発
す

る
」
と
い
ふ
河
上
氏
の
言
を
借
用
す
る
と
し
て
、
そ
の
真
偽
如
何
を
問
は
ず
、
詩
が
欲
し
く
な
る
時
、
詩

人
は
「
一
つ
の
イ
デ
ー
か
ら
出
発
」
し
て
ゐ
る
も
の
即
ち
詩
に
赴
く
の
で
あ
つ
て
、
他
の
物
へ
で
は
な
い
。

　
散
文
が
、
詩
に
と
つ
て
代
る
の
だ
ら
う
と
云
ふ
人
が
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
が
（
人
間
の
歌
の
呼
吸
が
、
散

文
程
に
長
い
も
の
と
な
り
得
る
と
は
一
寸
考
へ
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
し
て
、
散
文
が
詩
に
と
つ
て
変
る
な

ぞ
と
い
ふ
こ
と
は
荒
唐
な
こ
と
だ
と
し
か
思
へ
な
い
、
）
も
し
小
説
が
近
頃
流
行
す
る
の
で
そ
ん
な
気
が
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す
る
と
な
ら
そ
れ
は
小
説
の
要
求
が
強
く
な
つ
た
と
い
ふ
よ
り
も
、
小
説
と
い
ふ
も
の
を
憧
憬
す
る
青
年

が
多
く
な
つ
た
と
い
ふ
こ
と
な
ぞ
云
つ
て
置
か
う
。

　
で
、
序
で
に
、
論
旨
を
現
代
生
活
と
連
関
さ
せ
て
み
る
な
ら
ば
、
現
在
我
が
国
が
、
芸
術
に
対
す
る
関

心
を
余
り
持
つ
て
を
ら
ぬ
と
い
ふ
の
な
ら
ば
私
に
も
分
る
。
だ
が
も
し
、
音
楽
よ
り
も
文
学
に
だ
と
か
、

文
学
よ
り
も
絵
画
に
関
心
は
向
い
て
ゐ
る
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
な
ら
ば
、
此
の
場
合
私
に
は
分
ら
な
い
。

蓋
し
、
今
仮
り
に
文
学
よ
り
も
絵
画
の
方
に
よ
り
多
く
の
関
心
が
注
が
れ
て
ゐ
る
と
云
ひ
た
い
人
が
あ
つ

た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
の
人
自
身
が
文
学
よ
り
も
絵
画
の
方
を
好
き
な
の
で
あ
ら
う
。

　
何
や
か
と
少
し
く
話
は
乱
れ
た
が
、
何﹅
か﹅
し﹅
ら﹅
道﹅
具﹅
を﹅
以﹅
て﹅
作
さ
れ
る
も
の
が
詩
で
あ
つ
て
、
そ
れ
は
、

そ
の
詩
の
伝
統
を
習
得
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
習
得
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
そ
の
伝
統
の
保
守
と
超

克
と
を
問
は
ず
、
伝
統
あ
つ
て
の
話
で
あ
り
、
新
体
詩
と
呼
ば
れ
て
以
来
の
詩
の
伝
統
は
、
猶
貧
し
い
も

の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
本
場
か
ら
よ
く
ソ
シ
ヤ
ク
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
自
ら
鞭
打
し
た
か
つ
た
迄

で
あ
る
。

　
紙
数
に
余
裕
が
あ
る
の
で
、
何
か
の
た
め
に
、
左
の
言
葉
を
手
帖
よ
り
抜
書
き
し
て
擱
筆
す
る
こ
と
と

す
る
。

「
此
の
世
の
中
か
ら
、
も
の
の
あ
は
れ
を
除
い
た
ら
、
あ
と
は
も
う
意
味
も
な
い
退
屈
、
従
つ
て
憔
燥
が
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残
る
ば
か
り
で
あ
ら
う
。
そ
れ
で
、
今
仮
に
詩
的
性
情
を
持
つ
一
青
年
が
あ
つ
た
と
し
て
、
か
の
成
巧
せ

る
実
業
家
、
成
巧
せ
る
政
治
家
が
、
子
供
や
孫
、
一
族
郎
党
で
も
ゐ
な
か
つ
た
と
し
た
ら
、
ど
ん
な
に
退

屈
す
る
も
の
で
あ
る
か
は
、
一
寸
理
解
さ
れ
難
い
の
で
あ
る
。

　
成
巧
と
い
ふ
こ
と
は
、
悪
い
例
で
云
へ
ば
、
成
巧
し
た
、
さ
て
人
々
に
尊
敬
さ
せ
た
い
、
と
か
、
で
は
、

チ
ツ
ト
道
楽
を
始
め
よ
う
、
と
か
、
直
ち
に
次
の
事
業
な
り
計
画
な
り
に
取
か
ゝ
る
の
で
な
い
限
り
自
体

さ
う
し
た
経
過
を
採
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
而
も
、
さ
う
い
ふ
経
過
を
採
る
所
以
の
も
の
は
、
人
間
が
、

本
来
先
づ
も
の
の
あ
は
れ
を
求
め
る
傾
向
を
有
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　
即
ち
、
幸
福
の
実
質
と
い
ふ
の
は
、
も
の
の
あ
は
れ
で
あ
る
。

　
此
の
事
は
、
誰
に
も
彼
に
も
、
云
ふ
と
云
は
な
い
と
感
じ
ら
れ
て
は
ゐ
る
。
而
も
、
通
念
に
は
、
な
つ

て
ゐ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
三
四
、
六
、
三
）
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