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だ
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一

 
明
治
三
十
四
年
、
二
十
二
歳
の
女
性
が
編
ん
だ
歌
集
『
み
だ
れ
髪
』
が
出
現

し
た
。
こ
の
歌
集
の
出
現
に
よ
り
、
今
ま
で
歌
の
世
界
を
支
え
て
き
た
旧
派
和

歌
歌
壇
に
、
一
つ
の
革
新
が
起
こ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

 
『
み
だ
れ
髪
』
に
つ
い
て
、
ア
ラ
ラ
ギ
系
歌
人
の
伊
藤
左
千
夫
は
、
次
の
よ

う
に
言
っ
て
い
る
。

 
概
し
て
衝
飾
偽
構
、
詞
調
の
軽
浮
に
し
て
内
容
の
幻
怪
な
る
、
一
種
の
妖
気

は
殆
ど
真
面
目
な
る
人
を
し
て
近
づ
く
能
は
さ
る
の
厭
味
を
感
ぜ
し
む
、
比
の

如
き
の
趣
味
も
全
く
価
値
な
き
者
に
あ
ら
ざ
ら
ん
も
予
の
如
き
は
其
嫌
悪
の
情

に
堪
ゆ
る
こ
と
能
は
ざ
り
し
な
り
。
 
（
「
与
謝
野
晶
子
の
歌
を
評
す
」
「
馬
酔
木
」

明
治
3
9
年
3
月
）

 
左
千
夫
は
、
『
み
だ
れ
髪
』
を
全
く
評
価
し
て
い
な
い
。
左
千
矢
は
正
岡
子

規
の
門
下
で
あ
り
、
子
規
の
い
う
客
観
的
に
詠
む
こ
と
、
つ
ま
り
写
生
論
を
継

承
し
た
。
後
に
左
千
美
は
、
写
生
の
中
に
作
者
の
主
情
を
詠
み
こ
ん
だ
自
己
流

に
変
改
し
て
は
い
っ
た
。
が
、
写
生
を
主
張
し
て
い
た
左
千
美
は
、
主
観
的
に

直
情
的
に
詠
む
晶
子
を
評
価
し
な
か
っ
た
。

 
ま
た
、
歌
境
を
各
々
の
個
性
や
環
境
に
求
め
て
、
'
個
性
尊
重
を
謳
っ
た
佐
佐

木
信
綱
は
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

 
著
者
は
何
者
ぞ
、
敢
て
比
の
娼
妓
、
夜
鷹
輩
の
口
に
す
べ
き
乱
倫
の
言
を
吐
 
 
旧

き
て
、
淫
を
勧
め
ん
と
す
る
は
（
略
）
比
一
書
は
既
に
狼
行
醜
態
を
記
し
た
る
 
 
鰺

所
多
し
人
心
に
害
あ
り
世
教
に
毒
あ
る
も
の
と
判
定
す
る
に
悸
ら
ざ
る
な
り
。

（「

S
の
花
」
明
治
3
4
年
9
月
）

 
左
千
夫
と
同
様
、
信
綱
も
狼
美
髪
倫
の
書
と
し
て
罵
倒
し
批
判
し
た
。
信
綱

が
刊
行
し
た
「
心
の
花
」
（
「
歌
壇
警
語
録
」
明
治
3
4
年
1
2
月
）
で
は
、
「
実
に

呆
れ
た
人
非
人
で
は
な
い
か
」
と
か
、
「
明
星
一
派
の
邪
道
恋
愛
を
攻
撃
し
余

力
を
残
さ
ぬ
、
ド
シ
く
や
る
べ
し
」
な
ど
と
、
作
品
に
と
ど
ま
ら
ず
、
晶
子

や
明
星
歌
人
に
対
し
て
、
批
判
と
い
う
よ
り
も
言
い
が
か
り
を
つ
け
て
い
る
と

も
と
れ
る
。
左
千
夫
、
信
綱
の
こ
れ
ら
の
感
情
的
と
も
言
え
る
否
定
は
、
基
本

的
に
は
作
歌
観
の
相
違
か
ら
ぐ
る
評
価
と
言
え
る
。
そ
れ
ら
否
定
的
評
価
の
多

い
中
、
上
田
敏
は
救
い
の
神
と
な
っ
た
。

『
み
だ
れ
髪
』
の
位
置



'

 
「
み
だ
れ
髪
」
は
耳
を
歌
て
し
む
る
歌
集
な
り
。
詩
に
近
づ
き
し
人
の
作
な
り
。

情
熱
あ
る
詩
人
の
著
な
り
、
唯
容
態
の
す
こ
し
ほ
の
み
ゆ
る
を
憾
と
し
、
沈
静

の
欠
け
た
る
を
蝦
と
な
せ
ど
、
詩
壇
革
新
の
先
駆
と
し
て
、
又
女
性
の
作
と
し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
き

て
、
歓
迎
す
べ
き
価
値
多
し
。
置
潮
の
奇
怪
と
空
想
の
奔
放
に
直
れ
て
、
漫

に
罵
倒
す
る
者
は
文
芸
の
友
に
あ
ら
ず
。
 
 
（
「
明
星
」
明
治
3
4
年
1
0
月
）

 
敏
は
晶
子
と
同
じ
「
明
星
」
同
人
と
し
て
、
た
だ
助
け
船
を
出
し
て
い
る
の

で
は
な
い
。
敏
は
『
み
だ
れ
髪
』
を
一
つ
の
作
品
と
し
て
、
晶
子
を
一
人
の
歌

人
と
し
て
、
「
詩
壇
革
新
の
先
駆
と
し
て
、
又
女
性
の
作
と
し
て
歓
迎
す
べ
き

価
値
多
し
」
と
評
価
し
て
い
る
。
敏
は
「
文
学
界
」
で
芸
術
至
上
主
義
の
流
れ

を
代
表
し
、
「
明
星
」
で
も
ヨ
ー
ロ
、
ッ
パ
の
新
し
い
詩
を
紹
介
、
解
説
し
て
き
た
。

こ
の
よ
う
に
新
し
い
流
れ
を
、
敏
感
に
評
価
し
得
る
立
場
に
い
た
の
で
、
『
み

だ
れ
髪
』
に
対
す
る
深
い
同
情
と
理
解
と
を
示
し
た
の
で
は
な
い
か
。

 
こ
の
よ
う
に
『
み
だ
れ
髪
』
の
革
新
性
に
つ
い
て
は
、
当
時
賛
否
両
論
で
受

け
と
め
ら
れ
た
。
が
、
本
稿
で
は
、
和
歌
か
ら
短
歌
へ
の
過
渡
期
の
中
で
、
『
み

だ
れ
髪
』
は
ど
の
よ
う
な
位
置
を
持
ち
得
た
の
か
を
、
時
代
と
の
関
わ
り
等
の

観
点
か
ら
考
え
て
み
た
い
。

二

は
じ
め
に
明
治
期
に
始
ま
っ
た
近
代
短
歌
へ
の
革
新
に
つ
い
て
見
て
い
き
た

い
。
明
治
維
新
以
後
、
文
明
開
化
の
名
の
も
と
に
近
代
化
が
推
新
さ
れ
、
詩
歌

の
世
界
で
も
そ
の
波
は
押
し
寄
せ
て
き
た
。
新
し
い
動
き
は
、
『
新
体
詩
抄
』
（
外

山
正
一
、
矢
田
部
良
吉
、
井
上
哲
次
郎
編
 
明
治
1
5
年
）
の
近
代
詩
に
始
ま
っ

た
。
新
体
詩
の
運
動
は
、
制
約
さ
れ
た
和
歌
の
形
式
と
時
代
離
れ
し
た
古
語
や

雅
語
を
排
し
、
形
式
の
自
由
と
用
語
の
現
代
語
化
を
主
張
し
た
。
そ
し
て
時
代

の
変
化
に
伴
う
複
雑
な
思
想
や
感
情
は
、
到
底
三
十
一
文
字
の
和
歌
で
は
表
現

し
得
な
い
と
考
え
、
近
代
和
歌
の
創
造
の
た
め
に
は
、
ま
ず
従
来
の
伝
統
的
な

歌
を
否
定
し
、
別
に
新
し
い
も
の
、
つ
ま
り
新
体
詩
を
創
始
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
、
と
構
想
し
た
。

 
こ
の
よ
う
に
新
体
詩
の
運
動
で
は
、
古
い
伝
統
を
誇
る
従
来
の
和
歌
を
否
定

し
た
が
、
そ
の
刺
激
の
中
で
、
萩
野
由
之
の
『
国
学
和
歌
改
良
論
』
（
明
治
2
0
年
）

な
ど
、
和
歌
否
定
で
は
な
く
肯
定
の
立
場
か
ら
そ
の
改
良
を
主
張
す
る
考
え
が

生
ま
れ
て
き
た
。
歌
格
の
自
由
を
唱
え
、
短
歌
だ
け
で
な
く
長
歌
も
試
み
、
清

新
な
歌
語
に
よ
っ
て
伝
統
和
歌
の
改
良
を
図
ろ
う
と
し
た
が
、
近
代
的
な
要
求
、

内
容
は
曖
昧
で
あ
り
実
践
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
あ
ま
り
成
果
は
な
か
っ
た
。

 
明
治
二
十
年
頃
ま
で
は
ま
だ
旧
幕
時
代
の
延
長
で
、
近
代
的
意
識
や
感
情
は

ま
ど
ろ
み
の
状
態
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
、
明
治
の
新
し
い
和
歌
は
明
治
の
新

し
い
感
覚
を
も
つ
、
明
治
生
ま
れ
の
青
年
の
手
に
よ
っ
て
こ
そ
成
さ
れ
る
、
と

い
う
期
待
が
生
ま
れ
て
き
た
。
そ
の
頃
、
落
合
直
文
は
短
歌
革
新
の
創
作
的
実

践
者
と
な
っ
た
。
直
文
は
伝
統
的
な
流
派
や
師
承
と
い
う
旧
慣
を
打
破
し
、
そ

れ
ぞ
れ
の
個
性
を
発
揮
し
て
新
し
い
和
歌
や
文
章
を
創
造
し
て
い
こ
う
と
し

て
、
真
情
を
直
戯
に
平
明
に
表
現
し
た
。

 
直
文
は
明
治
二
十
六
年
に
「
あ
さ
香
社
」
を
創
立
し
た
が
、
明
治
三
十
二
年

に
弟
子
の
与
謝
野
鉄
幹
が
「
新
詩
社
」
を
創
立
し
た
た
め
に
、
「
あ
さ
各
社
」

は
自
然
に
分
解
し
て
い
っ
た
。
明
治
三
十
一
年
に
佐
佐
木
信
綱
の
「
心
の
花
」

（84）



が
創
刊
し
、
正
岡
子
規
が
新
聞
『
日
本
』
に
、
「
歌
よ
み
に
与
ふ
る
書
」
を
書

き
始
め
た
の
は
明
治
三
十
一
年
二
月
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
見
て
い
く
と
、
近
代

短
歌
史
は
、
よ
う
や
く
近
代
の
名
に
ふ
さ
わ
し
い
人
間
的
自
覚
、
自
我
の
確
立

と
い
う
方
向
に
立
っ
て
、
和
歌
の
革
新
を
進
展
せ
し
め
て
い
っ
た
こ
と
が
分
か

る
。

「
「
あ
さ
香
社
」
に
よ
っ
て
、
新
派
和
歌
運
動
の
第
一
声
が
あ
げ
ら
れ
た
が
、

そ
の
中
に
あ
っ
て
、
旧
派
歌
壇
に
大
き
な
打
撃
を
与
え
た
の
は
、
主
と
し
て
鉄

幹
で
あ
る
。
森
鴎
外
は
鉄
幹
の
歌
集
『
相
聞
』
（
明
治
4
3
年
）
の
序
で
、
鉄
幹

の
功
績
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。

 
一
体
今
新
派
の
歌
と
称
し
て
み
る
も
の
は
誰
が
興
し
て
誰
が
育
て
た
も
の
で

あ
る
か
。
比
問
に
己
だ
と
答
へ
る
こ
と
の
出
来
る
人
は
与
謝
野
君
を
除
け
て
外

に
は
な
い
。
'

 
こ
の
鴎
外
の
評
価
か
ら
見
て
も
、
鉄
幹
は
由
之
、
直
文
の
志
を
継
い
で
、
明

治
の
和
歌
革
新
を
実
行
に
移
し
た
第
一
人
者
と
言
え
よ
う
。

 
写
生
論
を
説
き
、
鉄
幹
と
共
に
和
歌
革
新
に
努
力
し
た
子
規
は
、
次
の
よ
う

に
言
っ
て
い
る
。

 
鉄
幹
、
歌
を
作
ら
ず
。
し
か
も
、
鉄
幹
が
口
を
衝
い
て
発
す
る
も
の
、

を
成
す
。
 
（
『
東
西
南
北
』
序
 
明
治
2
9
年
）

皆
歌

生
み
だ
し
て
い
る
。
鉄
幹
は
単
作
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

 
歌
は
理
窟
の
者
に
非
ず
。
感
情
の
者
な
り
。
感
情
を
有
り
の
ま
・
思
ふ
ま
・

に
、
陳
ぶ
る
者
な
り
と
云
ふ
。
懸
れ
頗
る
宣
し
。
さ
れ
ど
有
り
の
ま
・
に
、
思

ふ
ま
・
に
と
い
ふ
を
以
て
、
出
放
題
に
、
出
鱈
目
に
と
い
ふ
こ
と
を
思
は
“
甚

し
き
誤
謬
な
る
べ
し
。
歌
に
は
格
な
る
者
あ
り
。
こ
は
歌
の
姿
な
り
。
 
（
「
歌

格
に
つ
い
て
」
「
婦
女
雑
誌
」
明
治
2
6
年
8
月
）

鉄
幹
は
、
「
格
」
を
も
っ
て
「
感
情
を
有
り
の
ま
・
思
ふ
ま
・
」
に
歌
を
詠

ん
だ
が
、
鉄
幹
の
歌
に
理
解
を
示
さ
な
い
人
は
多
か
っ
た
よ
う
で
、
次
の
よ
う

に
言
っ
て
い
る
。

 
わ
が
歌
に
兎
角
の
批
難
を
試
み
る
人
ハ
従
来
の
詩
形
以
外
に
何
も
の
を
も
知

ら
ざ
る
人
か
、
さ
な
く
ば
殆
ど
詩
と
云
ふ
も
の
主
息
義
を
知
ら
ず
、
ロ
バ
過
分
か

ハ
知
ら
ざ
る
も
、
短
歌
に
せ
よ
、
共
に
一
新
体
を
創
出
せ
む
と
力
む
る
者
、
従

来
の
歌
ば
か
り
見
な
れ
た
る
人
よ
り
、
色
々
の
批
難
を
息
む
る
は
覚
悟
の
前
な

り
 
（
「
ぐ
れ
ん
ど
う
」
（
三
）
『
読
売
新
聞
』
明
治
2
9
年
8
月
8
日
）

 
こ
の
よ
う
に
鉄
幹
は
、
批
難
を
受
け
る
こ
と
は
覚
悟
の
上
で
、
新
し
い
短
歌

の
世
界
を
作
ろ
う
と
し
た
。
ま
ず
、
鉄
幹
の
『
東
西
南
北
』
（
明
治
2
9
年
）
を

見
て
み
よ
う
。

（85）

 
鉄
幹
は
、
人
間
を
制
度
や
習
俗
に
束
縛
す
る
「
こ
と
ば
」
か
ら
自
ら
を
解
き

放
ち
、
「
こ
と
ば
」
を
自
在
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
る
。
そ
れ
が
鉄
幹
の
歌
を
、

 
尾
上
に
は
、

む
。

い
た
く
も
虎
の
、
吼
ゆ
る
か
な
、
夕
は
風
に
、
な
ら
む
と
す
ら

『
み
だ
れ
髪
』
の
位
置



 
か
ら
や
ま

 
津
山
に
、

も
あ
ら
ず
。

秋
か
ぜ
立
つ
や
、
太
刀
な
で
て
、
わ
れ
思
ふ
こ
と
、
無
き
に
し

る
こ
と
や
状
況
の
変
化
を
敏
感
に
受
け
と
め
、
そ
の
時
、
そ
の
瞬
間
の
「
感
情

を
有
り
の
ま
・
思
ふ
ま
・
」
に
詠
む
鉄
幹
の
作
法
か
ら
き
て
い
る
。
ま
た
そ
れ

は
、
新
詩
社
の
「
新
詩
社
清
規
」
に
も
表
わ
れ
て
い
る
。

 
一
句
ご
と
に
句
読
点
が
あ
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。
日
清
戦
争
前
後
の
チ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
の
風
潮
が
強
く
働
い
て
お
り
、
単
純
素
朴
に
大
陸
侵
略
を
支
持
し
て
、

鉄
幹
の
現
実
へ
の
関
わ
り
の
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
中
味
が
、
詩
の
モ
チ
ー
フ
に
反

映
し
た
「
刀
」
や
「
剣
」
を
示
す
丈
夫
ぶ
り
は
、
「
虎
の
鉄
幹
」
と
い
う
異
名

を
も
生
み
だ
し
た
。
軍
国
主
義
、
国
家
主
義
的
雰
囲
気
の
中
で
、
日
本
近
代
社

会
の
発
展
を
展
望
し
、
そ
こ
か
ら
湧
き
あ
が
る
浪
漫
的
観
念
が
、
鉄
幹
の
短
歌

革
新
の
出
発
点
と
な
っ
た
。

 
次
に
、
明
治
三
十
年
代
に
入
っ
て
か
ら
発
表
さ
れ
た
歌
集
『
紫
』
（
明
治
3
4
年
）

の
、
冒
頭
三
首
を
掲
げ
て
み
る
。

子

わ
れ
男
の
子
意
気
の
子
名
の
子
つ
る
ぎ
の
子
詩
の
子
恋
の
子
あ
・
も
だ
え
の

 
 
 
 
 
も
も
よ
 
 
の
ち

を
の
こ
わ
れ
百
世
の
後
に
消
え
ば
消
え
む
罵
る
子
ら
よ
こ
こ
ろ
み
じ
か
き

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
た

夢
は
恋
に
お
も
ひ
は
国
に
身
は
塵
に
さ
て
も
二
十
と
せ
さ
び
し
さ
を
云
は
ず

 
鉄
幹
は
『
紫
』
あ
た
り
か
ら
著
し
く
変
化
を
示
し
た
。
か
つ
て
の
虎
剣
調
が

影
を
ひ
そ
め
、
い
わ
ゆ
る
比
量
調
と
言
わ
れ
た
青
春
の
憧
憬
、
恋
愛
の
苦
悩
や

歓
喜
を
誇
張
し
て
歌
っ
た
も
の
が
多
く
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
時
代
が
求
め
て
い

 
わ
れ
ら
は
互
に
自
我
の
詩
を
発
揮
せ
ん
と
す
。
わ
れ
ら
の
詩
は
古
人
の
詩
を

マ
マ摸

倣
す
る
に
あ
ら
ず
、
わ
れ
ら
の
詩
な
り
、
否
、
わ
れ
ら
一
人
一
人
の
発
明

し
た
る
詩
な
り
。
 
（
「
明
星
」
明
治
3
3
年
9
月
）

 
固
定
的
な
発
想
を
拭
い
去
り
、
個
人
的
、
私
的
な
こ
と
、
一
人
称
「
わ
れ
」

を
詠
う
作
法
は
「
明
星
」
の
歌
人
た
ち
に
拡
が
っ
た
。
「
明
星
」
の
活
動
は
、

日
清
戦
争
後
の
日
本
資
本
主
義
の
め
ざ
ま
し
い
発
展
と
、
そ
の
昂
揚
期
に
照
応

し
た
浪
漫
主
義
の
運
動
で
あ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
封
建
的
束
縛
か
ら
の
離
脱
と
、

自
我
の
拡
充
を
強
調
す
る
、
近
代
個
人
主
義
思
想
の
拾
頭
に
よ
る
も
の
で
あ
っ

た
。
鉄
幹
は
伝
統
に
捉
わ
れ
な
い
で
、
「
自
我
」
に
よ
る
独
創
的
な
新
し
い
歌

の
創
造
を
望
ん
で
い
た
。
が
、
近
代
的
自
我
の
目
覚
め
に
よ
る
自
由
主
義
、
個

人
主
義
は
、
封
建
的
遺
制
と
の
戦
い
で
も
あ
っ
た
。
社
会
は
国
家
主
義
か
ら
資

，
本
主
義
へ
移
ろ
う
と
し
、
自
由
と
平
等
の
社
会
秩
序
を
実
現
し
よ
う
と
し
た
が
、

根
強
い
封
建
的
社
会
か
ら
の
離
脱
は
簡
単
に
は
い
か
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ

う
い
う
時
代
の
動
き
を
背
景
と
し
て
、
鉄
幹
、
子
規
な
ど
の
先
覚
者
は
短
歌
に

お
け
る
古
い
も
の
を
破
壊
し
、
新
し
い
時
代
の
短
歌
を
作
ろ
う
と
し
た
。

 
十
年
に
及
ぶ
短
歌
革
新
運
動
の
中
で
旧
派
和
歌
を
否
定
し
た
り
、
和
歌
を
改

良
す
る
、
と
い
う
形
で
変
え
よ
う
と
し
た
り
し
た
が
、
真
な
る
近
代
的
内
容
に

は
近
づ
け
な
か
っ
た
。
そ
の
中
に
あ
っ
て
鉄
幹
は
、
我
流
を
徹
底
し
自
我
意
識

を
拠
り
所
と
す
る
こ
と
で
、
新
し
い
短
歌
を
作
ろ
う
と
し
た
。
そ
れ
が
近
代
へ

［86）



近
づ
く
こ
と
と
な
り
、
鉄
幹
の
「
感
情
を
有
り
の
ま
・
思
ふ
ま
・
」
に
詠
む
作

法
は
晶
子
に
感
銘
を
与
え
、
彼
女
は
「
唯
だ
専
ら
、
こ
の
私
自
身
の
実
際
の
感

動
を
歌
ひ
出
さ
、
つ
」
（
『
晶
子
歌
話
』
大
正
8
年
）
、
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
こ
に
『
み
だ
れ
髪
』
の
世
界
の
土
台
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
。

し
り
た
ま
は
ず
や
わ
が
こ
ひ
は

を
を

雄
々
し
き
君
の
手
に
触
れ
て

あ
あ
く
ち
べ
に

鳴
呼
口
紅
を
そ
の
口
に

君
に
う
つ
さ
で
や
む
べ
き
や

三

 
『
み
だ
れ
髪
』
の
登
場
し
た
明
治
三
十
年
代
に
お
い
て
、
我
が
国
の
文
学
の

世
界
が
、
ど
の
よ
う
な
実
験
を
し
た
の
か
を
見
て
い
き
な
が
ら
、
晶
子
が
短
歌

革
新
を
成
し
得
た
所
以
を
考
え
て
み
た
い
。
ま
ず
、
『
み
だ
れ
髪
』
に
大
き
な

影
響
を
与
え
た
、
島
崎
藤
村
の
『
若
菜
集
』
を
見
て
み
よ
う
。

 
 
ひ
じ
り

若
き
聖
の
の
た
ま
は
く

時
を
し
待
た
む
君
な
ら
ば

か
の
柿
の
実
を
と
る
な
か
れ

か
く
い
ひ
た
ま
ふ
う
れ
し
さ
に

こ
と
し
の
秋
も
は
や
深
し

ま
つ
そ
の
秋
を
見
よ
や
と
て

聖
に
柿
を
す
・
む
れ
ば

 
 
く
ち
び
る
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
コ

そ
の
口
唇
に
ふ
れ
た
ま
ひ

か
く
も
色
よ
き
柿
な
ら
ば

な
ど
か
は
早
く
わ
れ
に
告
げ
こ
む

（「

ｨ
っ
た
」
）

 
 
 
 
 
や
し
ろ

恋
は
三
身
の
社
に
て

君
は
社
の
神
な
れ
ば

 
 
つ
く
ゑ

君
の
祭
壇
の
上
な
ら
で

 
 
 
 
 
 
 
さ
さ

な
に
に
い
の
ち
を
捧
げ
ま
し

（「

ｨ
く
め
」
）

 
こ
の
よ
う
に
藤
村
は
、
恋
す
る
心
情
を
女
性
に
語
ら
せ
る
、
と
い
う
形
を
と
っ

た
。
恋
愛
心
情
を
詩
に
表
現
し
た
の
に
、
「
仮
構
」
と
い
う
物
語
性
を
も
っ
た

間
接
的
な
形
を
と
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
当
時
は
自

己
の
恋
情
を
叙
べ
る
に
し
て
も
、
し
の
び
や
か
に
歌
う
の
が
当
然
の
こ
と
で
あ

り
、
直
接
的
に
赤
裸
々
に
訴
え
る
こ
と
を
端
た
な
き
も
の
、
品
悪
き
も
の
と
し

て
見
る
傾
向
が
あ
っ
た
の
で
、
あ
ら
わ
に
自
己
表
現
す
る
の
を
謬
っ
た
か
ら
で

あ
ろ
う
。
い
や
、
そ
れ
は
封
建
的
社
会
の
時
代
的
な
表
現
の
水
準
の
中
で
は
、

不
可
能
に
近
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
の
時
代
的
な
表
現
の
水
準
を
超
え
、
制

度
や
習
俗
の
束
縛
を
取
り
払
っ
て
自
分
ら
し
く
、
人
間
ら
し
く
生
活
し
よ
う
と

し
た
の
が
高
山
樗
牛
で
あ
る
。

 
樗
牛
は
道
徳
と
知
識
と
の
繋
縛
か
ら
人
生
を
解
放
し
、
自
我
の
本
然
の
生
命

に
復
帰
せ
ん
が
た
め
に
美
的
生
活
を
説
い
た
。
で
は
、
樗
牛
の
「
美
的
生
活
を

論
ず
」
（
『
太
陽
』
明
治
3
4
年
8
月
）
を
見
て
み
よ
う
。
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『
み
だ
れ
髪
』
の
位
置



 
幸
福
と
は
何
ぞ
や
、
吾
人
の
信
ず
る
所
を
以
て
見
れ
ば
本
能
の
満
足
即
ち
是

の
み
。
本
能
と
は
何
ぞ
や
、
人
性
本
然
の
要
求
是
也
。
人
性
本
然
の
要
求
を
満

足
せ
し
む
る
も
の
、
弦
に
是
を
美
的
生
活
と
云
ふ
。
（
略
）
勉
学
に
死
し
、
慈

善
に
狂
せ
る
の
例
は
吾
人
の
多
く
知
ら
ざ
る
所
な
り
と
難
も
、
恋
愛
に
対
し
て

人
生
の
価
値
寧
ろ
軽
き
を
覚
ゆ
る
に
非
ず
や
。
誤
て
万
物
の
霊
長
と
称
せ
ら
れ

て
よ
り
、
人
は
漸
や
く
其
の
動
物
の
本
性
を
暴
露
す
る
を
憧
か
り
、
自
ら
求
め

て
、
も
し
く
は
知
ら
ず
く
其
の
本
然
の
要
求
に
反
し
て
虚
偽
の
生
活
を
営
む

に
至
る
。
 
（
「
人
生
の
至
楽
」
）

 
美
的
生
活
は
人
性
本
然
の
要
求
を
満
足
す
る
所
に
存
す
る
を
以
て
、
生
活
其

れ
自
ら
に
於
て
既
に
絶
対
の
価
値
を
有
す
。
理
も
柾
ぐ
べ
か
ら
ず
、
智
も
揺
か

す
べ
か
ら
ず
、
天
下
の
威
武
を
挙
げ
て
是
に
臨
む
も
如
何
と
も
す
べ
か
ら
ざ
る

也
。
 
 
（
「
美
的
生
活
の
絶
対
的
価
値
」
）

 
樗
牛
は
人
生
の
幸
福
は
本
能
の
遂
行
に
あ
り
、
そ
れ
は
美
的
な
も
の
で
あ
る

と
言
お
う
と
し
て
い
る
。
自
由
な
自
然
に
帰
り
、
人
性
本
然
の
要
求
を
満
足
さ

せ
る
こ
と
、
つ
ま
り
本
能
の
要
求
を
充
実
す
る
こ
と
が
美
的
生
活
で
あ
る
、
と

大
胆
に
説
い
て
い
る
。
が
、
こ
の
美
的
生
活
論
に
つ
い
て
、
樗
牛
と
共
に
『
太

陽
』
に
評
論
を
載
せ
て
い
た
長
谷
川
天
漢
が
、
次
の
よ
う
な
批
判
を
し
て
い
る
。

 
固
よ
り
人
間
は
美
的
に
生
活
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
然
し
な
が
ら
其
美
的
生

活
と
い
ふ
は
、
他
人
の
目
に
映
ず
る
景
象
で
、
予
め
其
内
容
と
な
る
者
が
無
か

ら
ね
ば
、
決
し
て
美
相
を
呈
す
る
事
が
出
来
ぬ
。
 
（
「
美
的
生
活
と
は
何
ぞ
や
」

『
読
売
新
聞
』
明
治
3
4
年
8
月
2
6
日
）

 
人
間
の
本
性
の
要
求
と
い
へ
ば
、
（
略
）
随
分
広
い
も
の
で
、
其
満
足
は
決

し
て
美
と
は
な
ら
ぬ
。
若
し
も
成
り
得
る
も
の
な
ら
ば
、
筍
く
も
人
た
る
者
の

生
涯
は
、
悉
く
皆
美
的
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
美
的
生
活
と
い
ふ
も
の
は
、
寧

ろ
人
間
本
性
の
要
求
を
斥
け
て
、
理
想
的
要
求
に
向
ふ
所
に
成
立
す
る
。
 
（
前

掲
書
に
同
じ
）

 
吾
輩
の
見
る
所
で
は
、
美
的
生
活
は
、
一
の
景
象
で
、
是
の
生
ず
る
所
以
は
、

知
識
上
、
或
は
道
徳
上
の
理
想
中
に
生
活
し
て
、
其
生
活
に
衝
突
す
る
人
間
本

来
の
要
求
を
刺
殺
し
て
行
く
所
に
在
る
。
即
ち
或
一
人
の
生
活
の
内
容
は
、
常

に
理
想
を
包
有
し
て
、
之
に
従
っ
て
習
慣
的
行
為
に
出
つ
れ
ば
、
其
外
形
は
美

的
と
成
る
の
で
あ
る
。
 
（
前
掲
書
に
同
じ
）

 
天
漢
は
人
間
の
本
性
の
要
求
、
そ
の
満
足
は
美
と
は
な
ら
ず
、
美
的
生
活
と

は
理
想
的
要
求
に
向
う
と
こ
ろ
に
あ
る
と
説
い
て
い
る
。
こ
の
天
漢
の
観
点
か

ら
は
、
樗
牛
が
美
と
い
う
も
の
を
、
単
な
る
動
物
的
生
活
の
快
感
と
同
質
の
も

の
に
し
て
し
ま
っ
た
、
と
見
え
た
の
で
あ
る
。
が
、
樗
牛
は
古
典
主
義
を
嫌
い
、

美
と
い
う
も
の
を
、
古
典
的
な
調
和
の
法
則
や
形
式
主
義
的
な
規
範
に
よ
っ
て
、

規
定
す
る
こ
と
を
欲
し
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
美
も
生
の
本
然
の
要
求
と
い
う

こ
と
に
な
り
、
そ
の
生
を
精
神
的
、
形
而
上
的
な
も
の
と
し
て
解
釈
せ
ず
に
、

本
能
的
な
も
の
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
点
は
、
ま
さ
に
近
代
的
で
あ
る
。

 
晶
子
は
、
樗
牛
の
よ
う
に
自
我
本
然
の
生
命
を
重
ん
じ
た
自
身
の
歌
に
つ
い

て
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

（88）



 
歌
を
作
り
初
め
て
数
箇
月
の
後
に
、
私
は
主
と
し
て
恋
愛
を
実
感
す
る
一
人

の
人
間
と
な
り
ま
し
た
。
私
は
恋
愛
に
由
っ
て
自
分
の
生
活
に
一
・
つ
の
展
開
を

実
現
し
た
の
で
す
。
従
っ
て
私
の
歌
の
内
容
も
更
に
急
変
し
ま
し
た
。
言
ひ
換

れ
ば
、
之
が
為
め
に
私
の
歌
は
恋
愛
其
物
の
表
現
と
し
て
最
上
の
役
目
を
勤
め
、

私
の
命
と
一
体
に
な
っ
て
、
愈
々
私
か
ら
分
離
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
も
の
と

な
り
ま
し
た
。
（
略
）
正
直
に
云
へ
ば
、
私
の
歌
に
由
っ
て
私
の
愛
情
は
十
分

に
表
現
す
る
こ
と
が
出
来
、
私
の
愛
情
に
由
っ
て
私
の
歌
は
俄
に
進
境
を
開
い

た
の
で
し
た
。
 
（
『
晶
子
歌
話
』
大
正
8
年
）

 
こ
の
よ
う
な
晶
子
の
偽
り
の
な
い
心
が
「
私
の
歌
は
専
ら
私
の
実
感
の
表
現

で
す
」
（
『
歌
の
作
り
や
う
』
大
正
4
年
）
、
と
い
う
作
歌
態
度
を
生
み
出
し
た
。

晶
子
は
実
感
を
主
体
的
に
詠
み
こ
ん
だ
『
み
だ
れ
髪
』
に
よ
っ
て
、
『
若
菜
集
』

の
近
代
を
さ
ら
に
主
体
的
な
も
の
に
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
こ
と

で
、
『
み
だ
れ
髪
』
は
「
美
的
生
活
を
論
ず
」
の
近
代
を
現
実
的
な
も
の
に
し
、

実
作
品
と
し
て
呼
応
し
得
た
の
で
あ
る
。

②
や
は
肌
の
あ
つ
き
血
汐
に
ふ
れ
も
見
で
さ
び
し
か
ら
ず
や
道
を
説
く
君

（「

ｴ
怨
」
「
明
星
」
明
治
3
3
年
1
0
月
 
2
6
）

③
ゆ
あ
み
し
て
泉
を
出
で
し
や
は
は
だ
に
ふ
る
る
は
つ
ら
き
人
の
世
の
き
ぬ

（「

ｴ
算
」
「
明
星
」
明
治
3
3
年
1
0
月
 
7
7
）

 
 
 
 
 
 
 
し
ん
び
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
く
れ
な
み
 
 
こ

④
乳
ぶ
さ
お
さ
へ
神
秘
の
と
ば
り
そ
と
け
り
ぬ
こ
こ
な
る
花
の
紅
ぞ
濃
き

（「

ｨ
ち
椿
」
「
明
星
」
明
治
3
4
年
3
月
 
6
8
）

 
 
 
 
 
 
 
き
の
ふ

⑤
さ
は
い
へ
ど
君
が
昨
日
の
恋
が
た
り
ひ
だ
り
枕
の
切
な
き
夜
半
よ

椿
」
「
明
星
」
明
治
3
4
年
3
月
 
燭
）

（「

ｨ
ち

⑥
道
を
云
は
ず
後
を
思
は
ず
名
を
問
は
ず
こ
こ
に
恋
ひ
恋
ふ
君
と
我
と
見
る

（「

ｨ
ち
椿
」
「
明
星
」
明
治
3
4
年
3
月
 
紐
）

（89）

四

⑦
清
水
へ
祇
園
を
よ
ぎ
る
桜
月
夜
こ
よ
ひ
逢
ふ
人
み
な
う
つ
く
し
き

絃
」
「
明
星
」
明
治
3
4
年
5
月
 
1
8
）

（「

 
で
は
、
『
み
だ
れ
髪
』
が
ど
の
よ
う
に
し
て
近
代
短
歌
に
新
風
を
巻
き
起
こ

し
た
の
か
、
具
体
的
に
歌
を
見
て
い
く
。

①
な
に
と
な
く
君
に
待
た
る
る
こ
こ
ち
し
て
出
で
し
花
野
の
夕
月
夜
か
な

（「

V
潮
」
明
治
3
3
年
9
月
 
7
5
）
（
注
）

⑧
み
な
ぞ
こ
に
け
ぶ
る
黒
髪
ぬ
し
や
仕
れ
緋
鯉
の
せ
な
に
梅
の
花
ち
る

絃
」
「
明
星
」
明
治
3
4
年
5
月
 
脚
）

（「

 
 
 
 
 
 
 
 
ふ
め
つ

⑨
辛
み
じ
か
し
何
の
不
滅
の
命
ぞ
と
ち
か
ら
あ
る
乳
を
手
に
さ
ぐ
ら
せ
ぬ

（「

骭
ｼ
」
「
明
星
」
明
治
3
4
年
5
月
 
謝
）

『
み
だ
れ
髪
』
の
位
置



 
 
 
 
 
は
た
ち
す
が
た

⑩
わ
が
春
の
二
十
姿
と
打
ぞ
見
ぬ
底
く
れ
な
み
の
う
す
色
牡
丹

「
明
星
」
明
治
3
4
年
7
月
 
撒
）

（「

璢
ﾀ
」

 
 
 
 
は
た
ち

⑪
そ
の
子
二
十
櫛
に
な
が
る
る
黒
髪
の
お
ご
り
の
春
の
う
つ
く
し
き
か
な

（「

部
ｯ
」
「
小
天
地
」
明
治
3
4
年
8
月
．
6
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
さ
ゆ
り
ば
な
は
た
ち

⑫
ゆ
あ
み
す
る
泉
の
底
の
小
百
合
花
二
十
の
夏
を
う
つ
く
し
と
見
ぬ

・
髪
」
「
小
天
地
」
明
治
3
4
年
8
月
 
3
9
）

（「

 
 
 
ち
や
う
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
げ
か
い

⑬
夜
の
帳
の
さ
さ
め
き
尽
き
し
星
の
今
を
下
界
の
人
の
髪
の
ほ
つ
れ
よ

（『

ﾝ
だ
れ
髪
』
1
）

 
ゑ
ん
じ
い
ろ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
の
ち

⑭
嚥
脂
色
は
誰
に
か
た
ら
む
血
の
ゆ
ら
ぎ
春
の
お
も
ひ
の
さ
か
り
の
命

（『

ﾝ
だ
れ
髪
』
9
）

⑮
『
い
ま
さ
ら
に
そ
は
春
せ
ま
き
御
覧
な
り
』

り
ぬ
・
（
『
み
だ
れ
髪
』
蹴
）

わ
れ
眼
を
と
ち
て
御
手
に
す
が

②
④
⑨
は
、
「
や
は
肌
」
「
乳
ぶ
さ
」
「
乳
」
と
い
う
女
性
の
秘
め
ら
れ
た
神

秘
的
な
部
分
を
、
「
ふ
れ
も
見
で
」
「
お
さ
へ
」
「
手
に
さ
ぐ
ら
せ
ぬ
」
、
と
手
を

使
う
こ
と
に
よ
ρ
て
触
感
的
に
表
現
し
た
。
こ
の
表
現
に
は
、
恋
愛
に
対
す
る

晶
子
の
自
発
性
、
積
極
性
が
感
じ
と
れ
る
。
ま
た
、
触
感
的
に
具
体
的
に
詠
う

こ
と
に
よ
っ
て
、
恋
愛
の
生
臭
さ
さ
え
も
感
じ
さ
せ
る
。
信
綱
は
こ
れ
ら
の
歌

が
心
に
残
っ
て
（
「
娼
妓
、
夜
鷹
輩
の
口
に
す
べ
き
乱
倫
の
言
」
、
と
評
し
た
の

で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
信
綱
の
よ
う
に
低
俗
と
と
ら
え
る
の

は
、
少
々
違
う
よ
う
に
思
う
。
確
か
に
こ
れ
ら
の
歌
は
、
当
時
の
日
本
人
が
好

む
よ
う
に
恋
愛
を
情
趣
的
に
、
奥
ゆ
か
し
く
は
歌
っ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
恋

し
た
者
だ
け
が
味
わ
う
こ
と
の
で
き
る
感
情
を
、
ま
さ
に
体
得
し
た
晶
子
自
身
、

自
ず
か
ら
溢
れ
で
た
喜
び
を
、
「
あ
つ
き
血
汐
」
「
こ
こ
な
る
花
」
「
不
滅
の
命
」

に
表
し
た
だ
け
で
あ
る
。
恋
愛
に
つ
い
て
は
隠
そ
う
と
し
、
秘
め
る
こ
と
を
美

と
し
、
お
お
っ
ぴ
ら
に
す
る
の
は
狼
雑
だ
と
思
っ
て
い
る
封
建
的
な
社
会
や
旧

派
和
歌
歌
人
は
、
恋
愛
讃
美
す
る
晶
子
を
、
簡
単
に
受
け
入
れ
る
こ
と
は
で
き

な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

 
次
に
⑧
は
「
け
ぶ
る
黒
髪
」
、
⑩
は
「
く
れ
な
み
の
う
す
色
牡
丹
」
、
⑪
ぽ
「
櫛

に
な
が
る
る
黒
髪
」
、
⑫
な
「
泉
の
底
の
小
百
合
花
」
と
い
う
形
象
を
指
し
示

す
こ
と
で
、
⑧
は
「
ぬ
し
や
誰
れ
」
と
乙
女
チ
ッ
ク
に
表
現
し
、
⑩
は
「
わ
が

春
の
二
十
姿
」
を
誇
示
し
て
い
る
。
⑪
で
は
「
そ
の
子
二
十
」
と
詠
い
出
し
、

「
お
ご
り
の
春
」
に
結
び
つ
け
る
こ
と
で
、
女
性
の
黒
髪
の
美
し
さ
、
二
十
歳

の
女
性
と
い
う
青
春
そ
の
も
の
の
す
ば
ら
し
さ
を
詠
っ
て
い
る
。
⑫
で
は
「
ゆ

あ
み
す
る
」
と
詠
い
出
し
、
「
二
十
の
細
し
に
結
び
つ
け
る
こ
と
で
、
若
く
美

し
い
肉
体
を
誇
示
し
て
い
る
。

 
四
首
と
も
、
女
性
の
美
し
さ
の
象
徴
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
黒
髪
や
肌
を
詠

み
込
ん
で
、
美
し
い
髪
や
肉
体
を
も
つ
女
性
の
青
春
そ
の
も
の
に
自
己
陶
酔
し

て
い
る
。
大
き
く
捉
え
る
と
、
こ
れ
ら
の
歌
は
単
な
る
一
人
善
が
り
の
自
己
陶

酔
の
歌
で
は
な
く
、
③
の
歌
に
あ
る
よ
う
に
「
ふ
る
る
は
つ
ら
き
人
の
世
」
に

対
し
て
、
美
し
い
も
の
は
美
し
い
、
と
は
っ
き
り
自
己
主
張
で
き
る
社
会
を
求

め
て
い
る
。
ま
た
因
習
に
屈
す
る
こ
と
な
く
、
一
個
の
人
間
と
し
て
、
も
っ
と
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積
極
的
に
生
き
よ
う
と
す
る
人
間
肯
定
を
も
意
味
し
て
い
る
。

 
こ
こ
に
掲
げ
た
歌
を
見
て
い
く
と
、
⑭
は
恋
へ
の
期
待
と
高
ま
り
、
①
⑦
は

周
り
が
パ
ッ
と
明
る
く
な
っ
た
よ
う
な
、
何
と
な
く
う
き
う
き
す
る
気
持
ち
を

詠
い
、
④
⑥
⑨
は
恋
愛
が
最
も
燃
え
盛
っ
て
い
る
時
、
愛
す
れ
ば
愛
す
る
ほ
ど

不
安
に
な
り
⑤
で
は
嫉
妬
の
気
持
ち
を
、
⑮
で
は
「
い
ま
さ
ら
に
そ
は
興
せ
ま

き
御
胸
な
り
」
に
、
恋
す
る
女
性
の
強
さ
が
感
じ
ら
れ
る
。
以
上
に
見
ら
れ
る

よ
う
に
、
『
み
だ
れ
髪
』
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
恋
愛
の
場
面
が
詠
ま
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
⑬
は
恋
し
た
女
性
の
揺
れ
動
く
何
と
も
表
現
で
き
な
い
乙
女
心
が
、

「
髪
の
ほ
つ
れ
」
に
表
わ
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
気
持
ち
こ
そ
が
、
恋
す
る
女
性

の
編
ん
だ
『
み
だ
れ
髪
』
の
冒
頭
を
飾
る
に
ふ
さ
わ
し
い
歌
を
作
り
あ
げ
た
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
晶
子
の
気
持
ち
の
揺
れ
動
き
を
、
三
十
一
文
字
と
い
う

限
ら
れ
た
短
歌
の
世
界
の
中
で
、
あ
る
が
ま
ま
に
、
し
か
も
誇
張
的
に
詠
う
こ

と
が
、
積
極
的
な
自
己
主
張
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
人
間
の
感
情
や
本
能
に
対
す

る
主
張
と
な
り
、
そ
れ
を
通
し
て
『
み
だ
れ
髪
』
は
近
代
精
神
を
持
ち
得
る
結

果
と
な
っ
た
。

 
ま
た
⑪
で
晶
子
は
、
自
分
自
身
を
「
そ
の
子
」
と
言
っ
て
い
る
が
、
こ
の
用

法
は
『
若
菜
集
』
に
同
じ
よ
う
な
例
が
み
ら
れ
る
。

 
 
 
 
 
 
ね
 
 
 
ひ

う
れ
し
や
物
の
音
を
弾
き
て

野
末
を
か
よ
ふ
人
の
子
よ

し
ら
べ

声
調
ひ
く
手
も
凍
り
は
て

 
 
か
ど
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
て

な
に
門
づ
け
の
身
の
果
ぞ

（「

趨
香
v
）

ま
た
鉄
幹
に
も
、
「
わ
れ
男
の
子
意
気
の
子
名
の
子
つ
る
ぎ
の
子
虫
の
母
恋

『
み
だ
れ
髪
』
の
位
置

ム

の
子
あ
・
も
だ
え
の
子
」
と
あ
り
、
晶
子
は
こ
れ
ら
か
ら
影
響
を
受
け
た
の
だ

ろ
う
。
こ
の
鉄
幹
の
歌
に
は
も
う
一
つ
特
徴
と
し
て
、
「
の
」
が
多
用
さ
れ
て

い
る
。
『
み
だ
れ
髪
』
に
も
言
葉
の
接
続
と
し
て
の
「
の
」
が
、
⑭
は
四
回
、

⑪
⑫
は
三
回
使
わ
れ
て
お
り
、
こ
れ
も
鉄
幹
の
影
響
と
考
え
ら
れ
る
。
晶
子
と

同
じ
明
星
の
女
流
歌
人
に
、
次
の
よ
う
な
歌
が
あ
る
α

 
 
 
 
 
 
み
ふ
ば
こ
 
 
 
 
 
 
 
 
ゆ
ひ
め

 
初
恋
の
姫
の
御
文
箱
べ
に
ふ
さ
の
結
目
に
さ
せ
る
し
ろ
百
合
の
花

登
美
子
 
「
明
星
」
明
治
3
4
年
1
月
）

（
山
川

 
あ
な
こ
の
子
た
だ
つ
よ
か
れ
の
つ
よ
か
れ
の
人
の
み
を
し
へ
さ
て
お
ぼ
っ
か

な
 
（
増
田
雅
子
 
「
明
星
」
明
治
3
4
年
7
月
）

 
登
美
子
も
雅
子
も
「
の
」
を
多
用
し
て
い
る
。
ま
た
雅
子
も
晶
子
の
よ
う
に
、

．
自
分
を
「
こ
の
子
」
と
表
す
用
法
を
使
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
用
法
は
、
明
星

歌
人
の
特
徴
の
一
つ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

 
ま
た
①
⑪
は
「
夕
月
夜
か
な
」
、
「
う
つ
く
し
き
か
な
」
と
、
和
歌
の
伝
統
的

な
詠
嘆
の
「
か
な
」
止
を
使
っ
て
い
る
。
が
、
「
か
な
」
止
の
歌
は
『
み
だ
れ
髪
』

三
九
九
首
中
十
一
首
と
少
な
い
。
ま
た
、
①
の
「
夕
月
夜
」
、
⑦
の
「
桜
月
夜
」

は
古
典
的
な
言
葉
を
使
っ
て
、
情
趣
あ
る
和
歌
の
世
界
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
。

こ
の
よ
う
な
伝
統
的
な
和
歌
の
世
界
に
晶
子
は
憧
れ
な
が
ら
も
、
言
葉
の
接
続

に
「
の
」
を
多
用
し
た
り
、
「
か
な
」
止
を
あ
ま
り
使
わ
な
い
、
と
い
う
文
法

の
面
に
も
『
み
だ
れ
髪
』
の
新
し
さ
が
あ
ら
わ
れ
、
和
歌
か
ら
短
歌
へ
の
過
渡

期
か
ら
一
歩
抜
け
出
し
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

 
自
己
を
あ
ら
わ
に
表
現
す
る
こ
と
を
揮
り
、
自
己
主
張
す
る
こ
と
は
不
可
能
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冷

に
近
か
っ
た
社
会
、
他
者
に
「
仮
構
」
す
る
と
い
う
態
度
を
と
ら
な
け
れ
ば
、

自
己
を
表
現
し
得
な
か
っ
た
時
代
的
な
表
現
の
水
準
の
中
で
、
観
念
的
に
個
人

の
自
我
を
解
放
し
よ
う
と
し
た
の
が
、
浪
漫
主
義
の
風
潮
で
あ
り
、
そ
の
中
か

ら
飛
び
出
し
た
の
が
晶
子
で
あ
っ
た
。
浪
漫
主
義
の
文
芸
は
、
封
建
的
社
会
の

抑
圧
を
越
え
て
、
自
己
を
開
放
し
た
が
る
性
格
か
ら
考
え
れ
ば
、
あ
る
が
ま
ま

の
現
実
を
描
写
す
る
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
小
説
よ
り
も
、
詩
的
表
現
に
ふ
さ
わ

し
い
。
そ
の
意
味
で
、
『
み
だ
れ
髪
』
の
官
能
描
写
は
、
本
来
自
由
で
あ
る
は

ず
の
人
間
の
情
感
を
さ
ら
け
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
恋
愛
の
実
質
を

詩
歌
の
内
容
と
し
て
持
ち
得
た
と
言
う
点
で
、
和
歌
を
近
代
の
詩
の
域
に
近
づ

け
た
と
言
え
よ
う
。
 
 
 
 
」

 
ま
た
、
短
歌
の
よ
う
な
短
い
詩
型
に
お
い
て
は
、
言
い
た
い
こ
と
す
べ
て
を

十
分
に
説
明
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
言
葉
が
足
り
な
か
っ
た
り
、
理
解
し

ず
ら
か
っ
た
り
す
る
。
が
、
十
分
に
説
明
で
き
る
小
説
に
比
べ
て
、
恋
愛
の
喜

び
や
切
な
さ
な
ど
内
面
か
ら
湧
き
上
が
っ
て
く
る
気
持
ち
が
、
三
十
一
文
字
と

い
う
制
限
さ
れ
た
中
で
、
か
え
っ
て
活
き
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
そ
し
て
晶
子

は
、
何
か
言
い
た
い
こ
と
を
表
す
の
に
、
ふ
さ
わ
し
い
言
葉
を
選
び
だ
し
て
い

る
の
で
は
な
く
、
「
こ
と
ば
」
が
自
在
に
飛
び
出
し
て
き
て
表
現
し
て
い
る
よ

う
に
思
う
。
こ
の
定
型
の
魔
力
と
言
葉
の
魔
力
に
よ
っ
て
、
『
み
だ
れ
髪
』
は

大
き
な
位
置
を
も
つ
要
因
と
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。

 
以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
封
建
社
会
の
制
度
や
も
の
の
考
え
方
が
、
強
く
残
っ

て
い
る
日
本
の
社
会
の
中
で
、
晶
子
の
生
き
て
い
た
時
代
が
求
め
て
い
た
も
の

は
、
樗
牛
の
言
葉
で
言
え
ば
、
本
能
の
満
足
で
あ
り
、
晶
子
の
表
現
で
言
え
ば
、

青
春
や
恋
愛
の
喜
び
を
感
じ
た
ま
ま
に
表
現
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
近
代
化
を

求
め
て
い
た
明
治
三
十
年
代
と
い
う
時
代
が
無
意
識
に
求
め
て
い
た
表
現
が
、

晶
子
の
存
在
に
よ
っ
て
、
う
た
口
を
通
し
て
表
現
で
き
た
と
思
う
。
言
い
か
え

れ
ば
、
晶
子
の
存
在
、
う
た
口
に
、
明
治
三
十
年
代
の
時
代
の
無
意
識
が
盗
れ

て
い
る
と
言
え
よ
う
。
そ
こ
に
、
『
み
だ
れ
髪
』
が
近
代
短
歌
史
上
、
大
き
な

位
置
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
理
由
が
あ
る
だ
ろ
う
。

（
注
）
 
初
出
と
歌
集
の
通
し
番
号
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