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キ
ー
ワ
ー
ド
：
太
宰
治

葉
桜
と
魔
笛

音
響

芸
術
家
表
象

饗
応
夫
人

太
宰
文
学
に
お
け
る
音
楽
性
は
同
時
代
評
の
な
か
で
は
、
し
ば
し
ば
指

摘
さ
れ
て
き
た
。
神
西
清
が
「
斜
陽
の
問
題
」（「
新
潮
」
昭

・
２
）
に

22

お
い
て
、「
斜
陽
」
を
楽
音
の
流
れ
に
翻
訳
し
て
み
て
、「
そ
の
骨
格
は
案

外
な
ほ
ど
し
つ
か
り
と
し
た
音
響
構
成
」
を
な
し
て
い
る
と
指
摘
し
、
物

語
の
進
行
を
奏
鳴
曲
に
み
ご
と
に
対
応
さ
せ
た
こ
と
は
人
口
に
膾
炙
し
て

い
る
。
そ
の
際
、
二
つ
の
異
な
る
楽
曲
が
か
ら
み
あ
う
印
象
を
提
示
す
る

手
腕
は
見
事
で
あ
る
。
そ
の
他
に
も
、
例
え
ば
亀
井
勝
一
郎
は
一
九
四
三

年
一
月
に
新
潮
社
よ
り
刊
行
さ
れ
た
『
富
嶽
百
景
（
昭
和
名
作
選
集
（

））』

28

の
解
説
の
な
か
で
、
太
宰
作
品
に
つ
い
て
「
物
語
作
家
と
し
て
の
稀
有
の

手
腕
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
む
し
ろ
彼
の
深
奥
の
祈
り
を
奏
で
る
音
楽

い
く
つ
か
の
絃
と
管
の
合
奏
で
あ
つ
て
、
根
源
に
あ
る
も
の
は
一
筋
の
端

的
な
卒
直
（
マ
マ
）
な
祈
念
に
過
ぎ
な
い
」
と
も
記
し
て
い
る
。
但
し
確

か
に
こ
れ
ら
の
指
摘
は
印
象
批
評
風
な
解
説
で
あ
り
、
作
品
構
成
を
研
究

し
た
上
で
の
言
及
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
改
め
て
、
太
宰
作
品
の
奏
で
る

音
楽
性
に
つ
い
て
、
弦
と
管
と
い
う
二
つ
の
音
色
に
つ
い
て
考
え
て
ゆ
き

た
い
と
思
う
。

一
．
太
宰
作
品
の
中
の
「
鳥
の
声
」
と
笛
の
音

太
宰
文
学
に
お
い
て
〈
鳥
の
影
〉
が
、
そ
の
小
説
空
間
を
超
え
る
地
点

を
示
す
こ
と
は
、
繰
り
返
し
指
摘
し
て
き
た
の
で
、
こ
こ
で
縷
述
す
る
こ

（
１
）

と
は
避
け
る
が
、「
女
の
決
闘
」（
昭

）
に
登
場
す
る
一
瞬
硝
子
に
映
っ

15

て
壊
れ
る
鳥
の
影
や
「
女
生
徒
」（
昭

）
で
夢
見
ら
れ
る
瞳
に
横
切
る
鳥

14

の
影
を
ま
ず
は
思
い
出
し
て
戴
き
た
い
。
そ
し
て
、
こ
の
〈
鳥
の
影
〉
の

形
象
に
加
え
て
、〈
鳥
の
声
〉
に
も
耳
を
傾
け
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
。
そ
し
て
、
本
稿
の
目
的
は
そ
の
重
要
性
に
つ
い
て
指
摘
す
る
こ
と
に

あ
る
。

鳥
の
声
が
直
接
的
に
重
要
な
響
き
を
も
っ
て
聞
こ
え
て
く
る
作
品
の
筆

129

太
宰
作
品
に
見
ら
れ
る
音
色
の
種
類

大

國

眞

希



頭
は
「
駈
込
み
訴
へ
」（
昭

）
で
あ
ろ
う
。
イ
エ
ス
を
（
／
に
）
訴
え
る

（
２
）

15

ユ
ダ
に
よ
る
語
り
で
、
結
末
近
く
に
到
り
唐
突
に
騒
が
し
い
鳥
の
声
に
つ

い
て
言
及
す
る
。
こ
の
鳥
の
声
は
、
や
は
り
ユ
ダ
の
語
り
を
超
え
る
地
点

を
仄
め
か
し
、
語
り
の
す
べ
て
が
覆
さ
れ
る
（
ユ
ダ
の
は
ら
わ
た
を
外
に

飛
び
出
さ
せ
て
し
ま
う
よ
う
な
）
強
い
力
を
感
じ
さ
せ
る
。
こ
れ
を
踏
ま

え
つ
つ
、
今
回
は
直
示
的
で
は
な
い
〈
鳥
の
声
〉
の
形
象
に
つ
い
て
考
え

て
み
た
い
。
そ
こ
で
取
り
上
げ
た
い
の
が
「
饗
応
夫
人
」（
昭

）
だ
。

22

本
作
は
「
奥
さ
ん
の
姿
の
裏
側
に
は
作
者
が
当
時
感
じ
て
い
た
「
義
」

や
「
礼
」
を
失
し
た
戦
後
自
由
主
義
便
乗
者
へ
の
皮
肉
を
こ
め
た
非
難
の

ま
な
ざ
し
が
あ
る
」
と
し
て
、「
太
宰
自
身
の
当
時
の
客
人
対
応
」
と
の
類

似
を
指
摘
す
る
解
説
な
ど
は
存
在
す
る
が
、
作
品
そ
の
も
の
を
論
じ
る
先

（
３
）

行
研
究
は
多
く
な
い
。
終
戦
後
に
未
帰
還
の
夫
の
同
僚
で
あ
る
笹
島
と
出

会
い
、
暴
力
的
と
も
い
え
る
来
訪
を
受
け
続
け
な
が
ら
、
献
身
的
に
「
饗

応
」
し
続
け
る
「
奥
さ
ま
」（
饗
応
夫
人
）
に
つ
い
て
、「
女
中
」
の
ウ
メ

ち
ゃ
ん
が
語
る
物
語
で
あ
る
。
そ
の
「
奥
さ
ま
」
は
〈
鳥
〉
の
形
容
や
写

像
を
も
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
。
最
も
初
め
に
そ
の
姿
が
活
写
さ
れ
る
箇

所
を
見
て
み
よ
う
。
一
気
呵
成
に
語
ら
れ
る
、
長
い
冒
頭
文
の
該
当
箇
所

だ
け
引
用
す
る
。

奥
さ
ま
は
も
う
既
に
、
鷲
の
羽
音
を
聞
い
て
飛
び
立
つ
一
瞬
前
の

小
鳥
の
や
う
な
感
じ
の
異
様
に
緊
張
の
顔
つ
き
を
し
て
い
ら
し
て
、

お
く
れ
毛
を
掻
き
上
げ
襟
も
と
を
直
し
腰
を
浮
か
せ
て
私
の
話
を
半

分
も
聞
か
ぬ
う
ち
に
立
つ
て
廊
下
に
出
て
小
走
り
に
走
つ
て
、
玄
関

に
行
き
、
た
ち
ま
ち
、
泣
く
や
う
な
笑
ふ
や
う
な
笛
の
音
に
似
た
不

思
議
な
声
を
挙
げ
て
お
客
を
迎
へ
、
そ
れ
か
ら
は
も
う
錯
乱
し
た
ひ

と
み
た
い
に
眼
つ
き
を
か
へ
て
、
客
間
と
お
勝
手
の
あ
ひ
だ
を
走
り

狂
ひ
、（
後
略
）

こ
こ
に
は
「
鷲
の
羽
音
を
聞
い
て
飛
び
立
つ
一
瞬
前
の
小
鳥
」
と
い
う

比
喩
を
も
っ
て
、
饗
応
夫
人
が
登
場
す
る
。
羽
音
と
い
う
音
が
示
さ
れ
て

い
る
が
、
注
目
す
べ
き
は
「
泣
く
や
う
な
笑
ふ
や
う
な
笛
の
音
に
似
た
不

思
議
な
声
」
と
い
う
語
句
で
あ
る
。
し
か
も
、
わ
ざ
わ
ざ
「
笛
の
音
」
が

描
き
込
ま
れ
て
い
る
の
だ
。
こ
の
「
不
思
議
な
声
」
は
「
奥
さ
ま
」
が
饗

応
す
る
た
め
に
玄
関
先
に
客
人
を
迎
え
る
た
び
に
発
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ

の
冒
頭
の
「
小
鳥
」
の
形
容
に
誘
発
さ
れ
て
、
そ
こ
こ
で
「
奥
さ
ま
」
を

鳥
の
写
像
が
取
り
巻
い
て
い
く
。「
奥
さ
ま
」
の
「
饗
応
夫
人
」
ぶ
り
を
語

る
の
は
「
ウ
メ
ち
ゃ
ん
」
で
あ
り
、
そ
の
命
名
に
は
、
取
り
合
わ
せ
が
良

い
、
美
し
く
調
和
す
る
も
の
を
表
す
「
梅
に
鶯
」
が
忍
び
こ
ん
で
い
る
。
あ

る
い
は
、「
奥
さ
ま
」
は
「
お
か
ら
だ
が
い
よ
い
よ
お
弱
り
に
な
つ
て
」
喀

血
す
る
。奥

さ
ま
は
、
ふ
ら
ふ
ら
と
お
庭
へ
は
だ
し
で
降
り
て
行
か
れ
て
、

さ
う
し
て
山
吹
の
花
の
咲
い
て
ゐ
る
垣
の
と
こ
ろ
に
し
や
が
み
、
か

な
り
の
血
を
お
吐
き
に
な
り
ま
し
た
。

山
吹
と
喀
血
の
組
み
合
わ
せ
は
、
子
規
の
句
「
春
の
日
の
雨
し
き
降
れ

130



ば
ガ
ラ
ス
戸
の
曇
り
て
見
え
ぬ
山
吹
の
花
」「
ガ
ラ
ス
戸
の
く
も
り
拭
へ
ば

あ
き
ら
か
に
寝
な
が
ら
見
ゆ
る
山
吹
の
花
」
な
ど
も
連
想
さ
れ
、
血
を
吐

い
て
ま
で
啼
く
と
い
う
ホ
ト
ト
ギ
ス
の
姿
も
お
ぼ
ろ
げ
に
浮
か
び
あ
が
ら

せ
る
。
ホ
ト
ト
ギ
ス
の
藪
鳴
き
、
地
鳴
き
を
想
起
す
れ
ば
、
夫
の
同
僚
の

「
笹
島
」
と
い
う
名
前
さ
え
、
笹
鳴
き
す
る
雀
を
仄
め
か
す
と
言
え
る
か

も
知
れ
な
い
。
か
よ
う
に
し
て
「
鳥
」
と
し
て
像
を
色
濃
く
ま
と
っ
て
い

る
「
奥
さ
ま
」
で
あ
る
が
、
一
方
の
「
笹
島
」
た
ち
は
「
狼
た
ち
の
来
襲
」

と
あ
る
よ
う
に
、「
狼
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
笹
島
の
最
初
の

訪
問
の
と
き
に
、「
奥
さ
ま
」
は
何
を
饗
応
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
な
ん
と

「
鳥
鍋
」
で
あ
る
。

「
や
あ
、
鳥
鍋
で
す
か
、
失
礼
な
が
ら
奥
さ
ん
、
僕
は
鳥
鍋
に
は

か
な
ら
ず
、
糸
こ
ん
に
や
く
を
い
れ
る
事
に
し
て
ゐ
る
ん
だ
が
ね
、

お
ね
が
ひ
し
ま
す
、
つ
い
で
に
焼
豆
腐
が
あ
る
と
な
ほ
結
構
で
す
な
。

単
に
、
ね
ぎ
だ
け
で
は
心
細
い
。」

こ
の
饗
応
さ
れ
る
「
鳥
鍋
」
は
、
食
べ
ら
れ
る
「
奥
さ
ま
」
を
、
あ
る

い
は
自
分
を
食
べ
さ
せ
る
「
奥
さ
ま
」
を
暗
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
と
も
あ
れ
、
本
作
を
論
じ
る
際
に
は
、「
奥
さ
ま
」
が
発
す
る
こ

（
４
）

の
「
不
思
議
」
な
「
笛
」
の
音
を
軽
視
し
て
は
な
ら
な
い
。

太
宰
文
学
に
お
い
て
、「
不
思
議
」
な
「
笛
」
を
真
正
面
か
ら
描
き
出
し

て
い
る
作
品
は
、
な
ん
と
言
っ
て
も
「
葉
桜
と
魔
笛
」（
昭

）
で
あ
ろ
う
。

14

善
人
と
悪
人
が
転
倒
す
る
有
名
な
オ
ペ
ラ
を
背
負
う
「
魔
笛
」
が
冠
さ
れ

て
い
る
（
こ
れ
は
物
語
内
容
と
照
ら
し
て
も
興
味
深
い
。
更
に
言
え
ば
、

妹
宛
の
手
紙
の
差
出
人
は
Ｍ
・
Ｔ
。M

a
T
e
k
i

だ
）。「
葉
桜
と
魔
笛
」
は

余
命
百
日
以
内
と
診
断
さ
れ
て
い
た
妹
へ
の
恋
文
を
（
妹
の
自
作
自
演
と

は
知
ら
ず
に
）
盗
み
読
み
を
し
た
「
私
」
の
回
想
の
物
語
で
、
妹
に
宛
て

ら
れ
た
そ
れ
ら
の
手
紙
は
「
緑
の
リ
ボ
ン
」
で
結
ば
れ
て
お
り
、
妹
自
身

は
「
両
方
の
腎
臓
が
も
う
蟲
に
食
は
れ
て
し
ま
つ
て
ゐ
た
」
と
表
現
さ
れ

て
い
る
（「
緑
」
と
「
蟲
食
い
」
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
葉
）。
そ
の
言
葉毅

の

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ツ
ー
ル
で
あ
る
、
そ
れ
ら
の
手
紙
の
束
は
「
一
通

残
ら
ず
焼
」
か
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
言
葉
は
消
失
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
っ

て
い
る
。「
私
」
は
妹
に
、
そ
の
恋
人
を
装
い
、
手
紙
を
書
く
が
、
そ
の
内

容
は
「
言
葉
だ
け
で
も
、
誠
実
こ
め
て
お
贈
り
す
る
の
が
、
ま
こ
と
の
、

謙
譲
の
美
し
い
生
き
か
た
で
あ
る
」
と
や
は
り
、「
言
葉
」
を
め
ぐ
る
提
案

で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
妹
へ
の
恋
人
の
手
紙
が
自
作
自
演
で
あ
っ
た
よ
う

に
、
こ
の
手
紙
も
姉
で
あ
る
「
私
」
の
偽
造
で
あ
っ
た
こ
と
が
暴
か
れ
る
。

言
葉
に
よ
る
言
葉
で
の
表
現
は
無
効
化
さ
れ
る
。「
そ
の
手
紙
、
千
々
に

引
き
裂
い
て
」
と
書
か
れ
る
よ
う
に
、
失
敗
に
終
わ
っ
た
。
象
徴
的
な
意

味
で
も
、
引
き
裂
か
れ
、
手
紙
は
焼
か
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
時
に
、
そ

の
時
に
こ
そ
「
お
庭
の
葉
桜
の
奥
か
ら
聞
え
て
来
る
」「
不
思
議
」
な
口
笛

の
音
。
す
な
わ
ち
、「
魔
笛
」。
太
宰
文
学
に
お
い
て
「
葉
」
は
「
言
葉
」

と
重
ね
ら
れ
る
こ
と
を
勘
案
す
れ
ば
、「
葉
桜
の
奥
か
ら
」、「
言
葉
」
の
そ

（
５
）

の
向
こ
う
側
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
、
言
葉
を
超
え
て
や
っ
て
く
る
と
い
う

意
に
捉
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
も
や
は
り
「
不
思
議
」
な
「
笛
」
の

音
が
、
物
理
的
な
音
以
上
の
〈
音
〉
を
体
現
し
、
作
品
の
な
か
に
届
い
て
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い
る
。

二
．
太
宰
作
品
の
な
か
で
語
ら
れ
る
〈
芸
術
（
家
）〉
の
音
（
器
）

「
一
燈
」（
昭

）
で
は
、
芸
術
家
は
「
鳥
籠
」
を
抱
え
る
存
在
と
さ
れ

15

て
い
る
。藝

術
家
と
い
ふ
も
の
は
、
つ
く
づ
く
困
つ
た
種
族
で
あ
る
。
鳥
籠

一
つ
を
、
必
死
に
か
か
へ
て
、
う
ろ
う
ろ
し
て
ゐ
る
。
そ
の
鳥
籠
を

取
り
あ
げ
ら
れ
た
ら
、
彼
は
舌
を
噛
ん
で
死
ぬ
だ
ら
う
。

た
だ
の
籠
で
も
、
虫
籠
で
も
な
く
、
鳥
の
入
っ
た
籠
で
も
な
く
、「
鳥
籠
」

一
つ
な
の
だ
。
鳥
が
入
っ
て
い
る
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
。
姿
は
は
っ

き
り
と
は
示
さ
れ
な
い
。
そ
こ
が
味
噌
で
あ
る
。「
器
」
で
あ
る
こ
と
。
そ

し
て
、
た
と
え
姿
は
見
え
な
く
と
も
、
鳥
の
存
在
を
感
じ
さ
せ
る
。
そ
こ

か
ら
は
鳥
の
鳴
き
声
が
聞
こ
え
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。
な
に
せ
、「
鳥

籠
」
な
の
だ
か
ら
。

作
品
「
十
五
年
間
」（
昭

）
を
ひ
も
と
い
て
み
よ
う
。

21

ベ
ッ
ク
リ
ン
と
い
ふ
海
の
妖
怪
な
ど
を
好
ん
で
か
く
画
家
の
事
は
、

ど
な
た
も
ご
存
じ
の
事
と
思
ふ
。
あ
の
人
の
画
は
、
そ
れ
こ
そ
少
し

青
く
さ
く
て
、
決
し
て
い
い
も
の
で
な
い
け
れ
ど
も
、
た
し
か
「
藝

術
家
」
と
題
す
る
一
枚
の
画
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
大
海
の
孤
島
に
緑

の
葉
の
繁
つ
た
ふ
と
い
樹
木
が
一
本
生
え
て
ゐ
て
、
そ
の
樹
の
陰
に

か
ら
だ
を
か
く
し
て
小
さ
い
笛
を
吹
い
て
ゐ
る
ま
こ
と
に
ど
う
も
汚

な
ら
し
い
へ
ん
な
生
き
物
が
ゐ
る
。
か
れ
は
自
分
の
汚
い
か
ら
だ
を

か
く
し
て
小
さ
い
笛
を
吹
い
て
ゐ
る
。
孤
島
の
浪
打
際
に
、
美
し
い

人
魚
が
あ
つ
ま
り
、
う
つ
と
り
と
そ
の
笛
の
音
に
耳
を
傾
け
て
ゐ
る
。

も
し
彼
女
ら
が
、
ひ
と
め
そ
の
笛
の
音
の
主
の
姿
を
見
た
な
ら
ば
、

き
や
つ
と
叫
ん
で
悶
絶
す
る
に
違
ひ
な
い
。
藝
術
家
は
そ
れ
ゆ
ゑ
、

自
分
の
か
ら
だ
を
ひ
た
隠
し
に
隠
し
て
、
た
だ
そ
の
笛
の
音
だ
け
を

吹
き
送
る
。

こ
こ
に
芸
術
家
の
悲
惨
な
孤
独
の
宿
命
も
あ
る
の
だ
し
、
藝
術
の

身
を
切
ら
れ
る
や
う
な
真
の
美
し
さ
、
気
高
さ
、
え
い
何
と
言
つ
た

ら
い
い
の
か
、
つ
ま
り
、
藝
術
さ
、
そ
い
つ
が
在
る
の
だ
。

こ
こ
に
も
や
は
り
「
緑
の
葉
の
繁
つ
た
」
樹
木
が
示
さ
れ
、
そ
の
向
こ

う
か
ら
吹
き
送
ら
れ
て
い
る
「
笛
の
音
」
が
描
か
れ
、
そ
れ
を
「
藝
術
」

（
６
）

と
呼
ぶ
。

興
味
深
い
こ
と
に
、「
藝
術
家
」
と
題
す
る
ベ
ッ
ク
リ
ン
の
作
品
は
未
だ

発
見
に
至
ら
ず
、
太
宰
治
が
い
く
つ
か
の
ベ
ッ
ク
リ
ン
の
作
品
を
混
在
さ

せ
て
創
り
上
げ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
構
図
や
概
念
が
近
い
作
品
と
し
て
は
、

ま
ず
「
葦
の
中
の
牧
神
」
が
思
い
浮
か
ぶ
。
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
が
複
数
あ
る

が
、
牧
神
が
生
い
茂
る
葦
の
中
で
背
中
を
向
け
て
笛
を
吹
い
て
い
る
画
。

あ
る
い
は
、「
牧
神
の
音
」。
こ
の
画
で
は
手
前
に
白
く
浮
か
び
あ
が
る
女

性
が
水
辺
の
岩
に
よ
り
か
か
っ
て
お
り
、
そ
の
奥
に
、
葉
に
よ
っ
て
切
り

抜
か
れ
た
（
縁
取
ら
れ
た
）
空
が
見
え
る
円
形
の
小
さ
な
空
間
が
あ
り
、
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そ
こ
に
は
笛
を
吹
く
牧
神
の
影
が
小
さ
く
見
え
る
。「
春
の
宵
」
で
も
、
右

側
で
岩
場
（
背
景
は
水
辺
）
に
横
た
わ
っ
た
牧
神
が
笛
を
吹
き
、
左
側
で

は
牧
神
と
空
間
を
劃
す
役
割
も
果
た
す
木
に
寄
り
か
か
る
二
人
の
女
性
が

描
か
れ
て
い
る
（「
十
五
年
間
」
の
描
写
と
比
す
る
と
、
牧
神
が
堂
々
と
し

す
ぎ
て
い
る
が
）。「
彼
女
ら
が
」「
ぎ
や
つ
と
叫
ん
で
悶
絶
」
と
い
う
箇
所

は
、「
牧
神
の
猛
襲
か
ら
避
難
す
る
シ
ュ
リ
ン
ク
ス
（
葦
に
な
る
ニ
ン
フ
）」

と
も
結
び
つ
く
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
こ
に
は
笛
系
の
芸
術
（
家
）
が
描
出
さ
れ
て
い
る

わ
け
だ
が
、
太
宰
作
品
の
中
の
芸
術
（
家
）
表
象
は
、
こ
の
笛
の
音
と
は

別
の
音
色
も
あ
る
。
例
え
ば
、
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
。

歯
が
、
ぼ
ろ
ぼ
ろ
に
欠
け
、
背
中
は
曲
り
、
ぜ
ん
そ
く
に
苦
し
み

な
が
ら
も
、
小
暗
い
露
地
で
、
一
生
懸
命
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
を
奏
し
て

ゐ
る
、
か
の
見
る
か
げ
も
な
い
老
爺
の
辻
音
楽
師
を
、
諸
君
は
、
笑

う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ら
う
か
。
私
は
、
自
身
を
、
そ
れ
に
近
い
と

思
つ
て
ゐ
る
。
社
会
的
に
は
、
も
う
最
初
か
ら
私
は
敗
残
し
て
ゐ
る

の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
藝
術
。

辻
音
楽
師
と
は
必
ず
し
も
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
奏
者
だ
け
を
指
す
わ
け
で
は

な
い
。
明
治
四
三
年
の
『
普
通
教
育
会
編
（
尋
常
第
六
学
年
後
期
）
国
語

綴
り
方
文
例
』（
益
文
堂
書
店
）
に
は
「
辻
音
楽
師
」
の
項
目
が
あ
る
が
、

そ
こ
に
綴
ら
れ
て
い
る
の
は
、
三
味
線
を
弾
く
辻
音
楽
師
の
姿
だ
。
ま
た

シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
の
「
冬
の
旅
」
の
中
の
ミ
ュ
ー
ラ
ー
に
よ
っ
て
歌
わ
れ
る

辻
音
楽
師
は
ハ
ー
デ
ィ
・
ガ
ー
デ
ィ
弾
き
だ
。
芸
術
家
で
あ
る
ヴ
ァ
イ
オ

リ
ン
を
弾
く
自
画
像
と
い
う
概
念
か
ら
、
先
に
言
及
し
た
ベ
ッ
ク
リ
ン
を

眺
め
て
み
る
と
ひ
と
つ
の
自
画
像
に
行
き
当
た
る
。「
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
を

弾
く
死
神
と
い
る
自
画
像
」。
左
側
に
は
ポ
ー
ト
レ
ー
ト
（
芸
術
家
）
が
描

か
れ
、
そ
の
右
背
後
で
は
骸
骨
が
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
を
演
奏
し
て
い
る
。

ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
に
は
弦
が
一
本
し
か
な
く
、
弦
が
切
れ
て
も
ヴ
ァ
イ
オ
リ

ン
を
弾
き
続
け
た
悪
魔
の
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ニ
ス
ト
、
パ
ガ
ニ
ー
ニ
と
繋
が
る
。

太
宰
作
品
の
な
か
で
も
芸
術
家
は
「
サ
タ
ン
」
と
呼
ば
れ
（「
恥
」
昭

、
17

「
秋
風
記
」
な
ど
）、「
弦
の
無
い
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
」
を
引
き
合
い
に
し
て

芸
術
を
論
じ
て
い
る
（「
正
直
ノ
オ
ト
」
昭

）。
辻
音
楽
師
が
喘
息
と
い

（
７
）

14

う
息
に
関
す
る
病
に
罹
患
し
て
い
る
の
も
見
過
ご
せ
な
い
。

頭
蓋
骨
が
描
か
れ
る
ベ
ッ
ク
リ
ン
の
一
連
の
自
画
像
は
メ
メ
ン
ト
モ
リ

の
系
譜
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
が
、
頭
蓋
骨
や
花
弁
を
散
ら
す
花
な
ど
を
描

く
絵
画
は
そ
の
流
れ
に
あ
っ
て
「
ヴ
ァ
ニ
テ
ィ
（
空
虚
）」
と
呼
ば
れ
る
。

こ
の
「
ヴ
ァ
ニ
テ
ィ
」
性
は
「
ダ
ス
・
ゲ
マ
イ
ネ
」（
昭

）
や
「
虚
構
の

10

春
」（
昭

）
の
な
か
で
「
ヴ
ア
イ
オ
リ
ン
が
つ
ね
に
入
っ
て
い
な
い
ヴ
ア

11

イ
オ
リ
ン
ケ
エ
ス
」
を
持
つ
音
大
生
（「
私
も
ま
た
ヴ
ア
イ
オ
リ
ン
よ
り
ヴ

ア
イ
オ
リ
ン
ケ
エ
ス
を
気
に
す
る
組
」
と
の
語
も
あ
る
）
や
「
ヴ
ア
イ
オ

リ
ン
よ
り
は
、
ケ
エ
ス
が
大
事
式
」
と
い
う
語
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、『
太
宰
治
文
芸
辞
典
』
に
は
、「
ヴ
ァ
ニ
テ
ィ
」
の
項
目
が
あ
り
、

「
作
家
と
し
て
の
名
声
欲
に
ま
で
、
ヴ
ァ
ニ
テ
ィ
を
見
い
出
す
」
と
の
指

摘
が
あ
る
。
こ
の

（
８
）

動
機
は
戦
後
の
作
品
「
渡
り
鳥
」（
昭

）
へ
と
継
承
さ

モ
テ
ィ
ー
フ

23

れ
、
展
開
す
る
。
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以
上
、
雑
駁
な
素
描
で
は
あ
る
が
、
太
宰
文
学
に
お
け
る
〈
音
〉
の
重

要
性
に
つ
い
て
、
音
色
の
違
い
を
指
摘
し
つ
つ
考
え
て
き
た
。
本
稿
で
目

指
し
た
い
の
は
、
藝
術
家
表
象
が
い
か
に
作
品
内
で
響
い
て
い
る
か
を
捉

え
る
こ
と
だ
。
火
野
葦
平
の
「
土
と
兵
隊
」
に
あ
る
「
青
空
の
映
る
水
た

ま
り
」
と
太
宰
治
の
「
鷗
」
の
「
青
空
の
写
る
水
た
ま
り
」
が
形
象
と
し

て
は
酷
似
し
て
い
て
も
、
別
の
倍
音
を
有
す
る
別
の
語
で
あ
る
こ
と
を
聞

き
分
け
ら
れ
る
よ
う
に
。
登
場
人
物
た
ち
が
動
物
と
し
て
（「
ウ
メ
」
を
植

（
９
）

物
と
す
る
な
ら
動
植
物
と
し
て
）
形
容
さ
れ
る
「
饗
応
夫
人
」
の
結
末
に

お
い
て
、
唐
突
に
示
さ
れ
る
「
人
間
」
と
は
ど
の
よ
う
な
響
き
を
も
っ
て

描
か
れ
、
そ
れ
は
芸
術
家
と
は
ど
の
よ
う
に
似
て
、
ま
た
ど
の
よ
う
に
異

な
る
の
か
。
笛
と
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
は
ど
の
よ
う
な
音
色
を
奏
で
て
い
る
の

か
。
太
宰
作
品
と
い
う
言
の
葉
の
森
、
あ
る
い
は
言
語
空
間
に
入
り
込
み
、

じ
っ
く
り
音
響
に
耳
を
傾
け
た
い
。
そ
の
た
め
に
本
稿
を
今
後
〈
音
〉
に

留
意
し
な
が
ら
太
宰
治
作
品
を
研
究
す
る
た
め
の
小
さ
な
一
歩
と
し
た
い
。

注（
１
）

壊
れ
る
窓
ガ
ラ
ス
と
飛
び
あ
が
る
鳥
の
影
や
、
そ
の
ほ
か
太
宰
作
品

に
見
ら
れ
る
鳥
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
虹
と
水
平
線
』（
二
〇

〇
九
・
一
一
、
お
う
ふ
う
）
も
参
照
さ
れ
た
い
。

（
２
）
「
駈
込
み
訴
へ
」
に
お
け
る
〈
鳥
の
声
〉
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
太

宰
治

調
律
さ
れ
た
文
学
』（
二
〇
一
五
・
一
〇
、
翰
林
書
房
）
も
参

照
さ
れ
た
い
。

（
３
）

神
谷
忠
孝
・
安
藤
宏
編
『
太
宰
治
全
作
品
研
究
事
典
』（
一
九
九
五
・

一
一
、
勉
誠
社
）

（
４
）
「
饗
応
夫
人
」
で
は
「
人
間
と
い
ふ
も
の
は
、
他
の
動
物
と
は
何
か

ま
る
で
ち
が
つ
た
貴
い
も
の
を
持
つ
て
ゐ
る
」
と
い
う
「
ウ
メ
ち
ゃ
ん
」

の
心
変
わ
り
が
語
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
と
関
わ
り
、
本
文
中
に
は
動
物

の
写
像
や
形
容
が
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。
既
述
し
た
「
鳥
」
や
「
狼
」

だ
け
で
は
な
く
、
笹
島
た
ち
に
よ
っ
て
連
れ
て
来
ら
れ
る
一
行
は
、
魚

に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
彼
等
が
す
る
「
雑
魚
寝
」
の
な
か
に
あ

る
「
魚
」、
の
み
な
ら
ず
、
帰
り
は
「
み
な
一
様
に
顔
を
そ
む
け
、
や

が
て
、
元
気
の
無
い
腐
つ
た
魚
の
や
う
な
感
じ
の
恰
好
で
、
ぞ
ろ
ぞ
ろ

帰
つ
て
行
き
ま
し
た
」
と
も
書
か
れ
る
。
こ
の
洪
水
の
後
を
示
す
描
写

は
聖
書
の
観
点
か
ら
の
み
な
ら
ず
意
味
深
い
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て

は
別
稿
に
期
す
。

（
５
）
「
葉
」（
昭
９
）。
太
宰
作
品
の
有
名
な
登
場
人
物
、
大
庭
葉

毅

毅

蔵
の
名
も

発
想
と
し
て
は
軌
を
一
に
す
る
。

（
６
）

笛
の
音
が
〈
吹
き
送
ら
れ
る
〉
の
は
息
と
関
わ
り
、
見
過
ご
せ
な
い
。

「
秋
風
記
」（
昭

）
に
見
ら
れ
る
プ
ネ
ウ
マ
に
つ
い
て
は
、
前
掲
『
太

14

宰
治

調
律
し
た
文
学
』
で
論
じ
て
い
る
。

（
７
）

中
勘
助
が
詩
で
詠
ん
だ
よ
う
な
「
ウ
ィ
ー
ン
の
街
の
冬
の
ひ
と
日
」

に
「
お
ん
ぼ
ろ
の
楽
器
」
で
あ
る
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
を
手
に
と
り
、
曲
を

弾
く
、
憑
か
れ
た
よ
う
な
「
孤
高
の
天
才
」
と
さ
れ
る
パ
ガ
ニ
ー
ニ
の

表
象
や
、
や
は
り
ウ
ィ
ー
ン
で
の
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
弾
き
が
登
場
す
る
グ

リ
ル
バ
ル
ツ
ァ
ー
な
ど
の
外
国
文
学
に
お
け
る
辻
音
楽
師
の
表
象
に

つ
い
て
は
別
稿
に
期
し
た
い
。
又
、『
綴
り
方
文
例
』
に
お
い
て
語
ら

れ
る
辻
音
師
の
三
味
線
の
音
が
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
に
変
わ
る
意
味
に
つ

い
て
も
合
わ
せ
て
考
察
し
た
い
。

（
８
）

實
方
清
『
太
宰
治
辞
典
』（
一
九
七
二
・
六
、
清
水
弘
堂
）

（
９
）

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
著
「
小
説
に
倍
音
は
い
か
に
響
く
の
か
、

言
葉
は
い
か
に
生
成
す
る
の
か
」（『
太
宰
治
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
』
四
号

（
二
〇
一
二
・
六
）
で
も
触
れ
た
。

本
稿
はJS

P
S

科
研
費1

0
4
3
5
2
4
0

の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
す
。
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