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一

　
地
歌
筝
曲
の
大
曲
と
し
て
知
ら
れ
る
「
夜
々
の
星
」
は
、
作
曲
者
が
光
崎
検
校
（
皆
川
淇
園
と
の
共
作
説
も
あ
る
）、
作
詞
者
が
皆
川

淇
園
で
あ
る
。
皆
川
淇
園
は
儒
学
者
で
あ
り
な
が
ら
、
何
故
に
地
歌
筝
曲
に
沈
潜
し
、
光
崎
検
校
と
の
邂
逅
を
経
て
、「
夜
々
の
星
」
に

作
詞
す
る
に
至
っ
た
の
か
、
い
さ
さ
か
の
考
察
を
試
み
た
い
。
そ
し
て
最
後
に
、
こ
の
曲
の
歌
詞
に
係
わ
る
新
た
な
問
題
を
提
起
し
て
本

稿
の
締
め
く
く
り
と
し
た
い
。
な
お
、
本
稿
で
皆
川
淇
園
を
紹
介
す
る
に
あ
た
り
、『
叢
書
・
日
本
の
思
想
家
二
六
　
皆
川
淇
園
　
大
田

錦
城
』（
明
徳
出
版
社
、
一
九
八
六
）
所
収
の
中
村
春
作
氏
の
論
考
に
裨
益
す
る
と
こ
ろ
甚
大
で
あ
っ
た
こ
と
を
こ
こ
に
記
し
て
お
く
。

二

　
ま
ず
始
め
に
、
今
日
で
は
ほ
と
ん
ど
馴
染
み
の
な
く
な
っ
た
地
歌
筝
曲
と
は
、
ど
の
よ
う
な
音
楽
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
簡
略
に
紹
介

し
て
お
き
た
い
。
地
歌
は
「
地
唄
」
と
も
表
記
し
、
伝
統
音
楽
に
お
け
る
歌
い
物
の
代
表
的
ジ
ャ
ン
ル
で
、
三
味
線
の
伴
奏
に
よ
る
声
楽
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曲
を
い
う
。
こ
の
名
称
は
、
江
戸
か
ら
関
西
に
移
入
さ
れ
た
音
曲
を
「
江
戸
歌
」
と
称
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
関
西
の
人
々
が
、
自
分
た

ち
の
土
地
の
歌
と
い
う
意
味
で
用
い
た
か
ら
と
い
う
。
元
来
は
声
楽
本
位
の
音
楽
だ
が
、
江
戸
中
期
（
十
八
世
紀
後
半
）
以
降
、
当
時
大

坂
で
盛
ん
に
演
奏
さ
れ
て
い
た
地
歌
に
、
京
都
出
身
の
生
田
検
校
（
一
六
五
六
　
一
七
一
五
）
の
名
乗
る
生
田
流
の
箏
が
入
っ
て
以
降
、

地
歌
と
筝
曲
は
不
可
分
の
関
係
に
な
っ
て
ゆ
く
。
な
お
、
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
の
音
楽
は
、
盲
人
に
よ
る
専
門
家
が
携
わ
り
、
そ
の
職
能
集
団

の
組
織
を
当
道
職
屋
敷
と
称
し
、
検
校
は
そ
の
制
度
に
お
け
る
最
高
位
の
官
職
名
を
指
す
。

　
こ
の
地
歌
と
筝
曲
の
合
流
に
加
え
て
、
も
と
は
胡
弓
で
あ
っ
た
が
、
虚
無
僧
が
法
器
と
し
て
扱
っ
て
い
た
尺
八
も
、
普
化
宗
の
手
か
ら

離
れ
て
加
わ
る
よ
う
に
な
り
、
こ
の
三
種
の
楽
器
で
合
奏
す
る
形
態
を
「
三
曲
」
と
い
う
。
か
く
し
て
、
浄
瑠
璃
や
歌
舞
伎
と
い
っ
た
演

劇
と
は
独
立
し
た
、
座
敷
歌
謡
の
最
も
芸
術
性
の
高
い
も
の
と
し
て
伝
承
さ
れ
続
け
て
き
た
の
で
あ
る
。
の
ち
に
、
地
歌
に
使
用
さ
れ
る

三
味
線
に
も
改
良
が
加
え
ら
れ
、
現
在
で
は
舞
台
芸
術
と
し
て
確
立
さ
れ
て
い
る
。
と
く
に
文
化
年
間
（
一
八
〇
四
　
一
八
）
頃
よ
り
京

都
で
更
な
る
洗
練
を
経
た
「
京
風
手
事
物
（
京
物
）」
と
称
さ
れ
る
多
く
の
作
品
は
、
現
在
で
も
好
ん
で
演
奏
さ
れ
て
い
る
。「
夜
々
の

星
」
も
ま
た
、
京
風
手
事
物
の
代
表
作
で
あ
る
。

　
こ
の
音
曲
と
関
わ
り
の
深
い
小
説
家
と
言
え
ば
、
ま
ず
谷
崎
潤
一
郎
が
想
起
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
谷
崎
潤
一
郎
は
、
関
西
に
居
を
移
し

て
か
ら
、
自
身
も
菊
原
琴
治
検
校
よ
り
稽
古
を
受
け
る
ほ
ど
に
地
歌
に
心
酔
し
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
地
歌
を
題
材
と
す
る
、
あ
る
い
は

そ
れ
に
言
及
す
る
作
品
が
少
な
く
な
い
。『
吉
野
葛
』
も
か
よ
う
な
作
品
の
一
つ
で
あ
り
、
そ
の
な
か
で
語
り
手
の
「
私
」
が
、
母
の
記

憶
も
な
く
育
っ
た
津
村
と
い
う
青
年
の
口
を
借
り
て
述
べ
る
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
く
だ
り
が
あ
る
（『
谷
崎
潤
一
郎
全
集
』
巻
一
三
（
中
央

公
論
社
）
に
拠
っ
た
。
な
お
、
旧
漢
字
を
新
漢
字
に
改
め
た
こ
と
を
断
っ
て
お
く
）。

　
取
り
分
け
未
だ
に
想
ひ
出
す
の
は
、
自
分
が
四
つ
か
五
つ
の
折
、
島
の
内
の
家
の
奥
の
間
で
、
色
の
白
い
眼
元
の
す
ゞ
し
い
上
品
な
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町ま
ち

方か
た

の
女
房
と
、
盲
人
の
検け

ん

校げ
う

と
が
琴
と
三
味
線
を
合
は
せ
て
ゐ
た
。〈
中
略
〉
後
年
祖
母
の
話
に
依
る
と
、
そ
の
婦
人
は
恐
ら
く
祖

母
で
あ
つ
た
ろ
う
、
母
は
そ
れ
よ
り
少
し
前
に
亡
く
な
つ
た
筈
で
あ
る
と
云
ふ
。
が
、
自
分
は
又
そ
の
時
検
校
と
そ
の
婦
人
が
弾
い
て

ゐ
た
の
は
生
田
流
の
「
狐こ

ん

噲く
わ
い」

と
云
ふ
曲
で
あ
つ
た
こ
と
を
不
思
議
に
覚
え
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

　
今
や
地
歌
や
筝
曲
と
い
っ
て
親
し
み
を
感
じ
る
者
は
、
よ
ほ
ど
の
好
事
家
で
な
い
限
り
、
皆
無
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
個
人
的

に
、
三
十
年
前
と
比
べ
て
み
て
も
、
こ
の
音
楽
に
対
す
る
世
間
の
認
知
度
は
驚
く
ほ
ど
に
低
下
し
た
印
象
を
も
つ
。
し
か
し
、
戦
前
昭
和

期
ま
で
は
、
こ
こ
に
も
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
良
家
の
令
嬢
が
嗜
み
と
し
て
地
歌
筝
曲
を
稽
古
す
る
光
景
が
一
般
的
、
日
常
的
に
見
ら
れ
た

の
で
あ
る
。

三

　『
邦
楽
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
二
〇
〇
六
年
八
月
号
四
一
〜
四
二
頁
に
「
夜
々
の
星
」
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
地
歌
筝
曲
の
歌
詞
に
関
す

る
解
説
と
し
て
最
も
新
し
く
、
田
口
尚
幸
氏
が
国
文
学
者
の
視
点
か
ら
解
釈
し
直
さ
れ
た
も
の
で
、
解
説
は
明
解
で
あ
る
と
と
も
に
、
新

し
い
知
見
も
随
所
に
見
ら
れ
、
興
味
深
い
。
こ
の
曲
の
歌
詞
に
関
し
て
、
非
常
に
和
歌
的
で
あ
る
た
め
、
日
本
最
古
の
歌
集
『
万
葉
集
』

や
平
安
時
代
の
歌
物
語
『
伊
勢
物
語
』
を
専
門
と
し
て
い
る
氏
に
と
っ
て
は
、
と
て
も
親
近
感
が
湧
く
曲
で
あ
る
と
感
想
を
述
べ
て
い

る
。
ま
た
、
こ
の
「
夜
々
の
星
」
の
歌
詞
が
違
和
感
な
く
自
然
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
の
は
、
和
歌
で
お
馴
染
み
の
表
現
を
妙
に
こ
ね
く
り

ま
わ
さ
ず
使
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
分
析
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
曲
の
作
詞
者
は
、
相
当
和
歌
に
慣
れ
親
し
ん
で
い
た
人
の
よ
う

で
あ
る
と
し
て
、
淇
園
の
和
歌
に
対
す
る
素
養
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。
参
考
ま
で
に
、
こ
こ
に
歌
詞
の
全
文
を
掲
げ
て
お
く
（
田
口
氏

の
解
説
に
示
さ
れ
た
表
記
に
従
っ
た
）。
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玉
櫛
筍
、
再
び
三
度
、
思
ふ
こ
と
、
思
ふ
が
ま
ま
に
書
き
付
け
て
、
見
す
れ
ど
、
海
女
の
潜か

ず

き
し
て
、
刈
る
て
ふ
底
の
、
み
る
め
に

も
、
触
れ
ぬ
を
痛
み
、
頼
み
に
し
、
筆
に
さ
へ
だ
に
恥
ず
か
し
の
、
軒
の
し
の
ぶ
に
消
え
や
す
き
、
露
の
身
に
し
も
な
ら
ま
ほ
し
。
な

ら
ま
く
ほ
し
の
光
す
ら
、
絶
え
て
あ
や
な
く
な
る
ま
で
も
、
八
夜
九
夜
と
思
ひ
明
か
し
、
雲
井
を
眺
め
、
術
を
な
み
、
袖
の
雫
に
堰
き

入
る
る
、
硯
の
海
に
、
た
ま
や
沈
め
ん
。

　
皆
川
淇
園
（
一
七
三
四
　
一
八
〇
七
）
は
、
江
戸
中
期
の
儒
学
者
で
あ
る
。
名
は
愿
、
字
は
伯
恭
、
文
蔵
と
通
称
し
、
淇
園
を
号
と
し

た
。
京
都
正
親
町
坊
（
今
の
中
立
売
室
町
西
）
に
生
ま
れ
、
一
生
涯
ほ
と
ん
ど
畿
内
を
出
ず
、
ま
た
出
仕
も
せ
ず
、
そ
れ
で
い
て
生
活
に

困
窮
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
経
学
、
音
韻
学
の
著
作
の
ほ
か
に
、
自
身
の
詩
文
で
は
『
淇
園
文
集
』『
淇
園
詩
集
』『
淇
園

詩
話
』
な
ど
が
あ
る
。

　
江
戸
時
代
中
期
に
京
都
に
お
い
て
「
門
弟
三
千
人
」
と
隆
盛
を
見
せ
た
淇
園
の
学
問
は
、
彼
の
没
後
、
学
派
と
し
て
の
後
継
者
も
な

く
、
あ
っ
と
い
う
間
に
忘
れ
去
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
と
く
に
淇
園
の
創
始
に
な
る
開
物
学
は
、『
易
』「
繋
辞
上
」
の
「
物
を
開
き
務
め
を

成
す
」
を
そ
の
名
称
の
出
典
と
し
、
言
葉
に
対
す
る
並
々
な
ら
ぬ
関
心
か
ら
出
発
し
て
い
る
。
し
か
し
、
在
世
に
お
い
て
も
十
分
に
理
解

さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
こ
れ
ま
で
面
妖
で
奇
異
な
学
説
と
見
做
さ
れ
て
き
た
の
は
、
文
章
が
晦
渋
で
あ
り
、
完
結
し
た
体
系
性
を
持
た

な
い
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
、
好
意
的
に
見
れ
ば
、
天
才
肌
の
淇
園
の
研
究
が
独
創
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、

当
時
の
人
々
の
理
解
が
及
ば
な
か
っ
た
の
は
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
と
も
言
え
る
。
中
村
春
作
氏
は
『
叢
書
・
日
本
の
思
想
家
二
六
　

皆
川
淇
園
　
大
田
錦
城
』
十
九
頁
に
お
い
て
、「
言
語
学
の
特
徴
は
音
韻
の
重
視
に
あ
る
が
、
彼
は
字
義
と
そ
の
発
音
と
の
間
に
何
ら
か

の
相
関
性
を
と
ら
え
、
そ
こ
に
普
遍
的
な
も
の
の
存
在
を
見
よ
う
と
し
た
」
と
、
現
代
の
言
語
学
に
通
じ
る
も
の
と
し
て
、
そ
の
先
見
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性
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。
ま
た
、
李
長
波
氏
は
「
皆
川
淇
園
の
言
語
研
究
　
そ
の
言
語
観
を
中
心
に
　
」（
京
都
大
学
『
こ
と
ば
と
文

化
』
一
九
九
七
、
一
二
八
頁
）
に
お
い
て
「
淇
園
の
言
語
研
究
は
古
典
中
国
語
を
対
象
と
す
る
記
述
的
な
側
面
と
、
今
日
我
々
が
言
語
学

と
称
す
る
学
問
の
構
築
を
目
指
し
た
理
論
的
な
側
面
と
を
合
わ
せ
持
っ
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

　
淇
園
の
学
問
に
お
け
る
奇
異
で
あ
り
晦
渋
で
あ
る
特
徴
は
、
開
物
学
に
限
ら
ず
、
彼
の
学
問
全
般
に
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
辞

句
の
表
現
そ
の
も
の
の
内
に
真
理
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
学
問
の
方
法
は
、
淇
園
独
自
の
も
の
で
あ
る
。
浜
田
秀
氏
は
「
皆
川
淇
園
論

（
一
）」（
天
理
大
学
国
語
国
文
学
会
『
山
邊
道 : 

国
文
学
研
究
誌
』
四
四
、
二
〇
〇
〇
、
二
頁
）
に
お
い
て
、「
我
々
が
当
時
の
易
学
や
韻

学
に
対
し
て
十
全
な
知
識
を
持
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
淇
園
の
学
問
を
理
解
す
る
困
難
は
さ
し
て
変
わ
ら
な
い
の
で
あ
る
。
淇
園
の
学
問

は
か
な
り
特
異
な
も
の
で
あ
っ
て
、
学
問
上
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
了
解
で
き
る
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら

ば
、
彼
の
著
述
は
極
め
て
特
異
な
言
語
に
よ
っ
て
書
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

　
芸
術
に
お
い
て
は
、
淇
園
が
書
画
を
善
く
し
た
こ
と
は
夙
に
知
ら
れ
て
お
り
、
書
は
王
義
之
を
規
範
に
据
え
、
画
は
望
月
玉
蟾
、
円
山

応
挙
に
学
ん
だ
と
さ
れ
る
が
、
画
人
仲
間
と
の
交
友
に
お
い
て
は
、
な
か
で
も
円
山
応
挙
と
と
く
に
親
密
で
あ
っ
た
。
数
多
い
応
挙
の
画

に
賛
し
た
淇
園
の
詩
文
に
、
そ
の
関
係
が
よ
く
う
か
が
わ
れ
る
が
、
両
氏
の
交
際
が
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
の

一
端
を
示
す
好
例
が
「
梅
渓
紀
行
」（『
淇
園
文
集
』
巻
二
）
に
見
え
る
。
そ
こ
に
は
、
伏
見
の
梅
谷
に
行
楽
に
出
か
け
た
折
に
満
開
の
梅

花
を
眺
め
て
、 

応
挙
、 

松
村
月
渓
、 

淇
園
の
三
人
が
順
番
に
描
き
足
し
な
が
ら
、
一
幅
の
画
を
完
成
さ
せ
る
と
い
う
雅
な
遊
び
が
活
写
さ

れ
て
い
る
。

　
文
人
た
ち
と
の
華
や
か
な
交
際
の
跡
は
、
彼
自
身
の
詩
文
の
な
か
に
十
分
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
円
山
応
挙
、
与
謝
蕪
村
、
上
田

秋
成
、
柴
野
栗
山
な
ど
当
代
一
級
の
文
人
、
学
者
達
と
厚
誼
を
結
び
、
多
彩
な
文
人
社
会
を
築
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
巷
間
に
お
い
て
は

書
画
に
通
じ
た
風
流
人
、
当
代
一
級
の
文
人
と
し
て
の
誉
れ
が
高
か
っ
た
。
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一
方
、
彼
の
酒
宴
で
の
芳
し
か
ら
ざ
る
評
判
は
都
中
に
浸
透
し
て
い
て
、
遊
蕩
君
子
と
し
て
の
名
を
馳
せ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
彼
の

儒
学
者
た
る
人
格
者
の
顔
と
は
裏
腹
に
、
遊
興
に
耽
る
一
面
も
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
滝
沢
馬
琴
三
十
六
歳
、
生
涯

で
た
だ
一
度
京
坂
に
旅
行
し
た
時
の
旅
程
の
記
録
で
あ
る
『
羇
旅
漫
録
』（
一
八
〇
三
年
・
享
和
三
年
成
書
）
八
十
五
「
京
師
の
人
物
」

の
条
に
も
「
京
に
て
今
の
人
物
は
皆
川
文
蔵
と
上
田
余
斎
の
み
。
し
か
れ
ど
も
文
蔵
は
徳
行
な
ら
ざ
る
よ
し
聞
く
」
と
見
え
る
。
中
村
春

作
氏
は
前
掲
書
、
一
一
二
頁
に
お
い
て
、「
馬
琴
に
よ
れ
ば
淇
園
は
『
放
蕩
』、
秋
成
は
『
風
狂
』
と
い
う
当
時
の
京
都
文
人
社
会
の
際

立
っ
た
傾
向
を
そ
れ
ぞ
れ
備
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
淇
園
の
『
放
蕩
』
と
い
う
評
価
は
ま
っ
た
く
的
外
れ
で
は
な
く
、
当
時
の
ご
く
一
般

的
な
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
淇
園
の
二
面
性
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
果
た
し
て
表
面
的
に
は
偽
善
を
装
い
な
が
ら
、
本
質
は
放

縦
に
振
る
舞
う
、
字
義
通
り
の
「
放
蕩
者
」
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
考
え
る
う
え
で
、
次
に
掲
げ
る
彼
自
身
が
心
の
裏う

ち

を
語
っ

た
「
清
君
錦
の
越
藩
に
赴
く
を
送
る
の
序
」（『
淇
園
文
集
』
初
編
巻
之
一
　『
近
代
儒
家
文
集
集
成
　
第
九
巻
　
淇
園
詩
文
集
』
ペ
リ
カ

ン
社
、
一
九
八
六
所
収
）
が
大
い
に
参
考
と
な
ろ
う
。

　
吾
が
性
侫
媚
を
喜
ば
ず
。
毎
に
人
と
交
は
る
に
其
の
行
、
不
可
な
る
所
有
る
を
見
れ
ば
、
則
ち
我
れ
必
ず
其
の
顔
を
犯
し
て
之
れ
を

匡
す
。
蓋
し
匡
さ
ざ
れ
ば
則
ち
内
に
慊
ら
ず
。
是
を
以
て
人
皆
な
我
が
強
抗
に
し
て
触
犯
す
る
を
悪
む
。
吾
れ
屢
〻
好
み
て
忠
信
礼
義

を
言
ひ
て
、
内
自
ら
省
る
に
尚
ほ
未
だ
信
な
ら
ず
。
人
是
を
以
て
我
れ
矯
め
て
偽
る
と
疑
ふ
。
行
常
に
疎
脱
多
く
し
て
動
も
す
れ
ば
輒

ち
憤
厲
激
昂
す
。
人
我
れ
佻
に
し
て
薄
と
譏
る
。〈
中
略
〉
言
語
応
酬
の
間
、
吾
が
心
時
に
悸
動
し
、
自
ら
歛
束
、
省
繹
、
状
屢
〻
楽

し
ま
ざ
る
者
に
類
せ
り
。
故
に
其
の
知
ら
ざ
る
者
見
て
、
不
遜
と
為
す
。
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桜
井
進
氏
が
「
皆
川
淇
園
の
文
学
論
」（
大
阪
大
学
『
待
兼
山
論
叢
　
日
本
学
篇
』
一
九
八
三
、
一
三
頁
）
に
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、

淇
園
は
強
い
道
義
心
を
も
つ
が
ゆ
え
に
、
か
え
っ
て
潤
滑
な
社
会
的
人
間
関
係
を
築
く
こ
と
に
支
障
を
き
た
し
、
他
者
に
対
す
る
心
理
的

な
障
壁
を
強
く
意
識
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
た
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
孤
高
と
い
う
よ
り
も
狷
介
と
し
て
世

間
の
目
に
映
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
不
思
議
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
か
よ
う
に
淇
園
は
、
一
方
で
は
社
会
か
ら
孤
立
し
、
疎
外
さ
れ
た
者
と

し
て
、
そ
こ
に
わ
だ
か
ま
る
思
い
を
解
消
す
べ
く
、
書
画
と
い
っ
た
芸
術
的
営
み
に
沈
潜
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
。

中
国
の
文
人
は
出
仕
と
い
う
形
で
社
会
的
役
割
を
実
現
す
る
一
方
で
、
精
神
的
安
ら
ぎ
を
余
技
と
し
て
の
書
画
の
創
作
や
鑑
賞
に
求
め

た
。
淇
園
は
出
仕
は
し
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
内
面
世
界
に
充
足
を
も
た
ら
す
も
の
と
し
て
芸
術
に
心
酔
す
る
あ
り
方
は
、
中
国
の
文
人

の
典
型
と
相
似
す
る
も
の
と
捉
え
ら
れ
る
。
彼
を
と
り
ま
く
か
か
る
状
況
に
あ
っ
て
、
地
歌
と
い
う
音
楽
も
ま
た
、
書
画
と
同
様
に
淇
園

の
心
を
魅
了
し
て
や
ま
な
い
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
か
く
見
れ
ば
、
人
格
者
と
放
蕩
者
の
両
極
に
わ
た
る
、
彼
に
対

す
る
世
評
の
因
っ
て
来
た
る
と
こ
ろ
に
、
彼
の
心
理
的
葛
藤
を
見
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
一
人
の
人
間
と
し
て
の
あ
り

の
ま
ま
の
姿
が
顕
在
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
捉
え
れ
ば
、
よ
り
整
合
性
を
も
っ
て
理
解
さ
れ
う
る
だ
ろ
う
。

四

　
こ
こ
で
は
、「
夜
々
の
星
」
の
作
曲
者
光
崎
検
校
に
つ
い
て
概
観
し
て
お
き
た
い
。
吉
川
英
史
氏
の
解
説
（『
邦
楽
百
科
辞
典
』
音
楽
之

友
社
、
一
九
九
〇
、
九
四
七
頁
）
を
そ
の
ま
ま
借
り
れ
ば
、
は
じ
め
の
う
ち
は
「
夜
々
の
星
」「
七
小
町
」
な
ど
の
京
都
系
の
地
歌
の
手

事
物
（
京
風
手
事
物
）
を
作
曲
し
て
い
た
が
、
三
味
線
か
ら
脱
却
し
た
本
来
の
筝
曲
の
創
作
を
志
し
、
箏
の
高
低
二
重
奏
に
よ
る
「
五
段

砧
」
を
作
曲
、
さ
ら
に
筝
曲
の
段
物
と
組
歌
の
形
式
を
組
み
合
わ
せ
た
「
秋
風
の
曲
」
を
作
曲
し
た
。
こ
れ
ら
の
曲
は
演
奏
形
態
ば
か
り

で
な
く
、
そ
の
内
容
に
お
い
て
も
独
創
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
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光
崎
検
校
は
一
八
二
一
年
に
登
官
、
つ
ま
り
検
校
に
昇
格
し
、
一
八
五
三
年
ま
で
確
実
に
生
存
し
た
と
さ
れ
る
。
淇
園
は
一
七
三
四
年

に
生
ま
れ
、
一
八
〇
七
年
に
没
し
て
い
る
。
光
崎
検
校
は
こ
の
曲
を
一
八
三
〇
年
か
ら
四
四
年
ま
で
の
天
保
年
間
に
作
曲
し
た
と
推
定
さ

れ
る
（
同
上
、
一
〇
三
一
頁
）。
こ
れ
ら
の
限
ら
れ
た
ご
く
わ
ず
か
な
事
柄
か
ら
、
こ
の
曲
に
係
わ
る
二
人
の
交
友
の
接
点
に
つ
い
て
、

言
う
ま
で
も
な
く
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
は
立
ち
現
れ
て
こ
な
い
。
か
り
に
こ
の
曲
が
光
崎
の
登
官
以
降
に
完
成
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ

の
時
は
す
で
に
淇
園
は
こ
の
世
に
は
お
ら
ず
、
淇
園
の
詞
が
先
行
し
て
作
ら
れ
、
彼
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
光
崎
の
手
に
よ
っ
て
作
曲
さ
れ

た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
曲
が
両
氏
に
よ
っ
て
共
作
さ
れ
た
と
す
る
説
（
平
野
健
次
監
修
『
日
本
音
楽
大
事
典
』
平
凡
社
、
一

九
八
九
、
二
四
六
頁
）
に
も
と
づ
く
な
ら
ば
、
光
崎
が
登
官
す
る
前
の
比
較
的
若
い
頃
の
作
品
と
な
ろ
う
か
。
と
は
い
え
、
あ
く
ま
で
も

推
測
の
域
を
脱
し
得
ず
、
現
段
階
で
は
何
ら
生
産
的
な
検
討
が
で
き
な
い
の
は
残
念
で
あ
る
。

　
先
に
も
少
し
触
れ
た
よ
う
に
、
光
崎
検
校
は
幕
末
に
、
筝
曲
史
上
の
ル
ネ
サ
ン
ス
と
も
い
う
べ
き
筝
曲
復
古
運
動
を
展
開
し
、
画
期
的

な
功
績
を
残
し
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
類
い
稀
な
る
才
能
を
有
し
な
が
ら
も
職
屋
敷
を
追
放
さ
れ
、
晩
年
に
関
す
る
記
録
も
な
い
こ
と

か
ら
、
そ
の
生
涯
は
謎
に
包
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
も
と
よ
り
光
崎
検
校
に
限
っ
た
は
な
し
で
は
な
く
、
ほ
か
の
名
立
た
る
検
校
や
勾
当

た
ち
の
個
人
的
生
涯
や
事
跡
に
つ
い
て
も
同
様
、
ほ
と
ん
ど
詳
ら
か
に
し
な
い
。
因
み
に
件
の
職
屋
敷
追
放
に
関
し
て
、
三
味
線
組
歌
の

精
密
な
楽
譜
『
絃
曲
大
榛
抄
』
の
出
版
に
協
力
し
、
自
作
曲
「
秋
風
の
曲
」
を
、
そ
の
作
詞
者
蒔
田
雁
門
の
す
す
め
で
出
版
し
た
。
こ
れ

ら
の
革
新
的
行
為
の
た
め
、
先
輩
・
同
輩
の
反
感
を
か
い
、
京
都
を
追
わ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
し
か
し
吉
川
氏
は
「
そ
の
真
偽
に
つ
い

て
は
不
明
」（
前
掲
書
、
一
九
九
〇
、
二
四
六
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

五

　
当
世
一
流
の
文
人
た
ち
と
芸
術
を
介
し
た
交
友
を
結
ん
だ
淇
園
は
、
一
方
で
は
遊
蕩
な
る
評
判
が
う
か
が
わ
れ
る
も
の
の
、
当
時
の
文
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人
社
会
の
典
型
的
存
在
と
し
て
名
声
を
高
ら
し
め
た
。
か
か
る
豊
穣
な
文
化
的
空
間
の
な
か
で
、
淇
園
と
地
歌
筝
曲
、
ひ
い
て
は
光
崎
検

校
と
の
邂
逅
お
よ
び
交
友
を
可
能
な
ら
し
め
た
条
件
を
集
約
す
れ
ば
、
以
下
の
三
点
が
導
き
出
せ
る
の
で
は
な
い
か
と
、
筆
者
は
考
え

る
。
一
に
、
京
都
と
い
う
地
に
あ
っ
て
地
唄
筝
曲
が
身
近
に
親
し
む
こ
と
が
で
き
る
音
楽
で
あ
っ
た
こ
と
。
二
に
、
内
省
性
、
求
心
性
と

い
う
地
歌
筝
曲
の
音
楽
的
特
性
が
、
淇
園
の
内
向
す
る
感
情
と
共
鳴
し
た
こ
と
。
三
に
、
両
氏
と
も
に
分
野
は
異
な
る
が
、
特
異
性
、
独

創
性
と
い
う
点
で
志
向
を
同
じ
く
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
光
崎
検
校
ほ
ど
の
大
家
で
あ
っ
て
も
伝
記
的
資
料
が
皆

無
で
あ
る
こ
と
や
、
淇
園
の
音
曲
に
係
わ
る
詳
細
も
明
ら
か
で
な
い
現
状
に
あ
っ
て
は
、
以
上
の
限
ら
れ
た
事
柄
か
ら
、
そ
の
間
隙
を
埋

め
る
べ
く
想
像
を
膨
ら
ま
せ
て
、
一
つ
の
可
能
性
と
し
て
提
示
し
て
み
た
次
第
で
あ
る
。

　
さ
て
こ
こ
で
、
こ
の
曲
の
歌
詞
に
つ
い
て
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
冒
頭
の
田
口
氏
の
解
説
に
、
非
常
に
和
歌
的
で
あ
る
と
評
さ
れ
て
い

る
が
、
別
の
視
点
に
依
れ
ば
、
中
国
古
典
の
故
事
や
発
想
を
取
り
込
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
節
が
あ
る
。
そ
れ
は
意
識
す

る
し
な
い
に
関
わ
ら
ず
、
淇
園
が
漢
学
者
で
あ
る
以
上
、
全
く
あ
り
得
な
い
こ
と
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
証
左
と
し
て
、
彼
は

漢
語
の
助
字
に
独
自
の
解
釈
を
施
し
た
『
助
字
詳
解
』「
総
論
」（
勉
誠
社
文
庫
四
三
、
一
九
七
八
）
に
「
凡
そ
言
語
の
道
に
は
、
本
邦
の

人
の
平
常
言
語
の
間
と
い
え
ど
も
、
や
は
り
か
様
な
る
妙
な
る
道
理
を
も
ち
あ
る
も
の
な
り
」
と
述
べ
、
事
実
、
言
語
の
道
理
に
は
和
語

と
漢
語
の
区
別
も
な
い
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
指
摘
で
き
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
言
語
観
は
、『
助
字
詳
解
』
に
和
歌
が
し
ば
し
ば
例
証
と

し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
も
具
体
的
に
窺
わ
れ
る
（
一
例
を
あ
げ
れ
ば
、「
耶
」
の
項
目
に
、『
史
記
』『
老
子
』
の
ほ
か
、『
後
撰

和
歌
集
』『
古
今
和
歌
集
』
の
用
例
を
連
ね
て
い
る
）。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
稿
を
改
め
て
論
じ
て
み
た
い
。




