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０
　
物
語
か
ら
歌
へ

　
物
語
の
「
語
り
」
な
か
に
、
突
然
「
歌
」
が
う
た
い
だ
さ
れ
る
こ
と
が
あ

る
。
伝
統
的
な
「
歌
物
語
」
の
よ
う
に
作
中
人
物
が
歌
を
う
た
う
（
詠
む
）
こ

と
も
あ
る
が
、
物
語
の
語
り
手
が
う
た
い
始
め
る
と
き
、
つ
ま
り
地
の
文
の

「
語
り
」
が
「
歌
」
に
変
わ
る
と
き
、
そ
の
語
り
口
の
変
質
に
ど
の
よ
う
な
意

味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
宮
沢
賢
治
の
童

話
群
を
読
み
な
が
ら
、
そ
こ
に
う
た
わ
れ
る
数
多
く
の
歌
や
、
特
に
夥
し
い

オ
ノ
マ
ト
ペ
に
接
し
た
と
き
、
そ
れ
を
無
意
識
に
口
の
な
か
で
「
音
読
」
し

て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た
こ
と
か
ら
で
あ
っ
た
。

　
字
づ
ら
か
ら
こ
れ
ら
の
物
語
を
読
む
と
き
、
私
た
ち
は
無
意
識
に
「
歌
」
の

部
分
だ
け
は
詩
の
よ
う
に
間
を
と
っ
て
小
さ
く
音
読
す
る
。
ま
た
耳
を
す
ま

し
て
そ
の
歌
ご
え
の
な
か
に
作
品
世
界
の
手
ざ
わ
り
の
よ
う
な
も
の
を
確
か

め
よ
う
と
す
る
。「
歌
」
と
は
そ
の
よ
う
に
言
葉
の
意
味
を
こ
え
た
と
こ
ろ
で

作
品
を
知
る
手
が
か
り
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
本
論
で
は
特
に
物
語
の
「
語
り
手
」
が
突
然
「
歌
い
手
」
に
変
わ
る
と
き
、

そ
こ
に
何
が
起
こ
り
、
ど
う
い
う
意
味
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
か
を
考
え
て

み
た
い
。
物
語
文
学
の
地
の
文
と
し
て
の
「
語
り
」
が
「
歌
」
に
変
わ
る
時
、

「
語
り
」
と
し
て
伝
え
ら
れ
る
も
の
と
は
異
な
る
レ
ベ
ル
の
言
説
が
、
意
味
内

容
と
は
別
に
、
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
語
り

手
の
発
話
も
、
い
ま
ま
で
と
異
な
る
位
相
か
ら
発
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
想

定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
か
つ
て
私
は
「
比
喩
」
の
発
話
が
、
そ
れ
ま
で
の
発
話
と
異
な
る
と
こ
ろ

か
ら
視
覚
的
な
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
に
先
導
さ
れ
て
立
ち
現
れ
て
く
る
契
機

を
調
べ
た
こ
と
が
あ
る
。（
１
）

　
と
こ
ろ
で
、「
語
り
」
が
従
来
の
語
り
の
枠
を
破
り
、「
歌
ご
え
」
と
し
て

　
　
　
物
語
か
ら
歌
へ
　
　

　
　「
風
の
又
三
郎
」
の
作
品
世
界
を
吹
き
抜
け
る
風
　
　

畑
　
英
理
　
　
　

ⅳ



125

突
出
し
て
く
る
契
機
と
し
て
、
視
覚
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
は
対
照
的
な
、
聴
覚

的
な
リ
ズ
ム
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う

な
発
話
の
転
換
は
作
品
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
の
か
、

レ
ト
リ
ッ
ク
の
問
題
は
内
容
と
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
る
の
か
、
宮
沢
賢
治
の

「
風
の
又
三
郎
」
を
例
に
と
っ
て
、「
語
り
」
が
「
歌
」
に
な
る
契
機
に
つ
い

て
考
察
し
た
い
。
　
　

　
１
　「
風
の
又
三
郎
」
の
成
立
過
程

　「
風
の
又
三
郎
」
の
成
立
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
な
い
。『
全
集
』
校
異
で

見
る
限
り
、「
さ
い
か
ち
淵
」
と
「
種
山
ケ
原
」
の
系
列
、
ま
た
少
年
小
説
「
風

野
又
三
郎
」
と
、
二
つ
の
系
列
が
合
流
し
た
形
で
「
風
の
又
三
郎
」
が
成
立

し
て
い
る
。

　
前
者
は
独
立
し
た
物
語
と
し
て
は
ス
ト
ー
リ
イ
の
起
伏
や
ま
と
ま
り
に
欠

け
、
物
語
の
完
結
性
に
乏
し
い
。
後
に
「
風
の
又
三
郎
」
の
一
場
面
と
し
て

挿
入
さ
れ
る
こ
と
で
、
む
し
ろ
相
応
し
い
位
置
を
得
た
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
も
の
で
あ
る
。

　
後
者
は
構
成
と
し
て
は
流
布
し
て
い
る
「
風
の
又
三
郎
」
に
近
い
が
、
主

人
公
は
転
校
生
高
田
三
郎
で
は
な
く
、
超
自
然
的
存
在
の
風
野
又
三
郎
で
あ

る
。
風
野
又
三
郎
は
、
地
球
を
自
由
に
循
環
し
、
そ
の
経
験
か
ら
、
自
然
地

理
や
初
歩
的
な
地
球
物
理
学
を
村
の
子
ど
も
達
に
教
え
た
り
す
る
。
当
時
の

恐
ら
く
最
先
端
科
学
情
報
で
あ
っ
た
そ
の
学
問
的
知
識
が
テ
ー
マ
で
あ
る
と

言
っ
て
い
い
よ
う
な
、
一
種
モ
ダ
ニ
ス
ム
の
啓
蒙
科
学
小
説
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
ど
っ
ど
ど
ど
ど
う
ど
　
ど
ど
う
ど
　
ど
ど
う
、

　
　
　
青
い
く
る
み
も
ふ
き
と
ば
せ

　
　
　
す
っ
ぱ
い
く
ゎ
り
ん
も
ふ
き
と
ば
せ

　
　
　
ど
っ
ど
ど
ど
ど
う
ど
　
ど
ど
う
ど
　
ど
ど
う

　
引
用
し
た
「
風
の
又
三
郎
」
の
冒
頭
の
歌
声
が
、
こ
の
系
列
の
ど
こ
か
ら

響
い
て
く
る
の
か
次
に
「
歌
の
系
譜
」
と
い
う
べ
き
も
の
を
探
し
て
み
た
い
。

　「
種
山
ケ
原
」
は
、
達
二
の
夢
の
な
か
の
歌
が
モ
チ
ー
フ
と
な
っ
た
童
話
で

あ
る
。
の
ち
に
こ
の
歌
は
口
語
詩
「
原
体
剣
舞
連
」
と
文
語
詩
「
種
山
ケ
原
」

の
二
つ
と
な
っ
て
完
成
さ
れ
る
が
、「
原
体
剣
舞
連
」
と
し
て
整
え
ら
れ
た
も

の
は
、
や
や
エ
ク
セ
ン
ト
リ
ッ
ク
な
叙
情
と
激
し
い
リ
ズ
ム
感
に
よ
っ
て
祝

祭
的
な
異
空
間
が
表
現
さ
れ
た
佳
作
で
あ
る
。
一
方
散
文
の
部
分
は
「
風
の

又
三
郎
」
に
合
流
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
劇
的
な
設
定
を
救
わ
れ
る
。

　
つ
ま
り
、
歌
の
部
分
は
詩
に
、
物
語
の
部
分
は
よ
り
大
き
な
物
語
の
一
部

と
な
っ
て
、
分
裂
し
解
消
し
て
い
っ
た
作
品
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　
太
鼓
の
擬
音
に
準
え
た
「
ダ
ー
、
ダ
ー
、
ダ
ー
」
と
い
う
オ
ノ
マ
ト
ペ
を

使
っ
て
、
話
者
の
身
体
的
な
内
在
律
と
し
て
の
リ
ズ
ム
を
表
現
し
て
い
る
こ

と
は
、
山
の
木
々
に
風
の
吹
き
荒
れ
る
よ
う
す
を
「
ど
っ
ど
ど
　
ど
ど
う
ど
」

と
い
う
肉
声
的
な
リ
ズ
ム
で
歌
い
込
ん
で
い
く
手
法
と
共
通
す
る
も
の
が
あ

ⅴ
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り
、
こ
の
よ
う
な
主
観
的
な
リ
ズ
ム
の
表
現
が
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
本
質
で
あ
る

だ
ろ
う
。

　
　「
ダ
ー
、
ダ
ー
、
ダ
ー
、
ダ
ー
、
ダ
ー
ス
コ
ダ
ー
ダ
ー
。」

　
　「
ダ
ー
、
ダ
ー
、
ダ
ー
、
ダ
ー
。
ダ
ー
、
ス
コ
、
ダ
ー
ダ
ー
。」

　
　
　

　
　「
夜
風
さ
か
ま
き
　
ひ
の
き
は
み
だ
れ
、

　
　
　
月
は
射
そ
ゝ
ぐ
　
銀
の
矢
な
み
、

　
　
　
打
ぅ
つ
も
果
て
る
も
　
一
つ
の
い
の
ち
、

　
　
　
太
刀
の
軋
り
の
　
消
え
ぬ
ひ
ま
。
ホ
ッ
、
ホ
、
ホ
ッ
、
ホ
ウ
。」

　
　「
種
山
ヶ
原
」　

　
も
と
も
と
、「
風
の
三
郎
」
と
い
う
呼
称
は
、
伝
承
の
童
歌
に
見
ら
れ
た
よ

う
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
東
北
地
方
の
童
歌
に
多
く
見
受
け
ら
れ
る
「
か
ら

す
勘
左
衛
門
」「
と
ん
び
藤
左
衛
門
」
な
ど
と
同
じ
よ
う
に
、
子
ど
も
が
野
山

で
遊
び
な
が
ら
、
自
然
に
歌
い
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
北
原
白
秋

編
『
日
本
伝
承
童
謡
集
成
』
に
は
「
又
三
郎
」
と
い
う
呼
び
か
け
が
採
録
さ

れ
て
お
り
、
こ
の
歌
は
「
風
野
又
三
郎
」
で
子
供
た
ち
が
又
三
郎
を
呼
ぶ
場

面
で
歌
わ
れ
る
。

　
　
①
「
又
三
郎
、
又
三
郎
、
ど
う
ど
っ
と
吹
い
て
来
。」

　
　
　「
風
ど
う
と
吹
い
て
来
、
豆
呉
ら
風
ど
う
と
吹
い
て
来
。」

　
　
　「
又
三
郎
、
又
三
郎
、
ど
う
と
吹
い
て
降
り
で
来
。」

　
　「
風
野
又
三
郎
」　

　
ま
た
、

　
　
②
　
雨
は
ざ
あ
ざ
あ
　
ざ
っ
こ
ざ
っ
こ
、

　
　
　
　
風
は
し
ゅ
う
し
ゅ
う

し
ゅ
っ
こ
し
ゅ
っ
こ
。

　
　「
さ
い
か
ち
淵
」　

　
　
③
　
雨
は
ざ
っ
こ
ざ
っ
こ
雨
三
郎
　

　
　
　
　
風
は
ど
っ
こ
ど
っ
こ
又
三
郎

　
　「
風
の
又
三
郎
」　

　
な
ど
も
、「
又
三
郎
」
へ
の
呼
び
か
け
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。「
さ

い
か
ち
淵
」
で
は
、
主
人
公
が
「
瞬
一
」
と
い
う
名
で
「
し
ゅ
っ
こ
」
と
呼

ば
れ
て
い
る
た
め
に
、「
又
三
郎
」
に
該
当
す
る
部
分
が
「
し
ゅ
っ
こ
　

し
ゅ
っ
こ
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
基
本
的
に
同
じ
意
匠
の
歌
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
あ
と
、「
風
は
ど
う
ど
う
」
と
い
う
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
中
心
に
、「
風
野

又
三
郎
」「
風
の
又
三
郎
」
へ
と
、
以
下
の
よ
う
に
発
展
し
て
い
く
。
こ
れ
ら

は
リ
ズ
ム
に
身
を
任
せ
な
が
ら
、
自
然
の
事
象
と
し
て
の
風
そ
の
も
の
へ
の

呼
び
か
け
る
点
で
、
わ
ら
べ
う
た
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。

　
　
④
ど
っ
ど
ど
　
ど
ど
う
ど
　
ど
ど
う
ど
　
ど
ど
う
、

　
　
　
あ
あ
ま
い
ざ
く
ろ
も
吹
き
と
ば
せ

　
　
　
す
っ
ぱ
い
ざ
く
ろ
も
吹
き
と
ば
せ

ⅵ
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ど
っ
ど
ど
　
ど
ど
う
ど
　
ど
ど
う
ど
　
ど
ど
う　

　「
風
野
又
三
郎
」　

　
　
⑤
ド
ッ
ド
ド
ド
ド
ウ
ド
ド
ド
ウ
ド
ド
ド
ウ
、

　
　
　
楢
の
木
の
葉
も
引
っ
ち
ぎ
れ

　
　
　
と
ち
も
く
る
み
も
ふ
き
お
と
せ

　
　
　
ド
ッ
ド
ド
ド
ド
ウ
ド
ド
ド
ウ
ド
ド
ド
ウ
。

　
　「
風
野
又
三
郎
」　

　
　
⑥
ど
っ
ど
ど
　
ど
ど
う
ど
　
ど
ど
う
ど
　
ど
ど
う
、

　
　
　
青
い
く
る
み
も
吹
き
と
ば
せ

　
　
　
す
っ
ぱ
い
く
ゎ
り
ん
も
ふ
き
と
ば
せ

　
　
　
ど
っ
ど
ど
　
ど
ど
う
ど
　
ど
ど
う
ど
　
ど
ど
う　

　「
風
の
又
三
郎
」　

　
２
　
言
葉
に
さ
き
だ
つ
リ
ズ
ム

　
　（
１
）　
意
味
を
超
え
た
リ
ズ
ム
の
奔
出

　
１
で
引
用
し
た
歌
群
は
、
賢
治
自
身
の
内
的
な
幻
想
世
界
か
ら
発
し
た
リ

ズ
ム
（
①
）
や
、
伝
統
的
な
伝
承
の
モ
チ
ー
フ
（
②
③
）、
そ
れ
ら
を
あ
わ
せ

て
自
然
へ
の
呼
び
か
け
と
し
た
（
④
⑤
⑥
）、
な
ど
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う

が
、
そ
こ
に
共
通
し
て
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
重
要
性
を
見
逃
す
わ
け
に
は
い
か
な

い
。
こ
れ
ら
の
モ
チ
ー
フ
の
ど
れ
を
と
っ
て
も
、「
語
り
」
が
「
歌
」
に
転
換

す
る
と
き
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
地
の
文
を
揺
す
る
よ
う
に
し
て
立
ち
現
れ
て
い

る
の
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
歌
を
先
導
し
て
語
り
に
立
ち
現
れ
る
こ
と
に
関
し
て
、「
か

し
は
ば
や
し
の
夜
」
を
例
に
と
っ
て
考
え
て
み
た
い
。

　「
か
し
は
ば
や
し
の
夜
」に
は
中
心
的
な
テ
ー
マ
や
ス
ト
ー
リ
イ
が
希
薄
で

あ
る
。
き
こ
り
の
清
作
が
正
体
不
明
の
「
赤
い
シ
ャ
ッ
ポ
の
絵
描
き
」
に
誘

わ
れ
て
夜
の
柏
林
で
歌
合
戦
に
巻
き
込
ま
れ
る
、
そ
れ
だ
け
の
話
だ
が
、
そ

の
歌
合
戦
が
呆
れ
る
ほ
ど
ナ
ン
セ
ン
ス
で
、
滑
稽
さ
と
無
気
味
さ
の
紙
一
重

を
感
じ
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
多
く
の
歌
群
の
な
か
に
は
、「
雨
は
ざ
あ

ざ
あ
、
ざ
っ
ざ
ゞ
ゞ
ゞ
ゞ
あ
／
風
は
ど
う
ど
う
　
ど
っ
ど
ゞ
ゞ
ゞ
ゞ
う
」
な

ど
「
ど
っ
ど
ど
」
の
歌
の
系
譜
に
加
え
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
も
含
ま
れ
る
。

他
に
も
、

　
　
　
く
る
み
は
み
ど
り
の
き
ん
い
ろ
、
な
、

　
　
　
風
に
ふ
か
れ
て
　
　
す
い
す
い
す
い
、

　
　
　
く
る
み
は
み
ど
り
の
天
狗
の
あ
ふ
ぎ
、

　
　
　
風
に
吹
か
れ
て
　
　
ば
ら
ん
ば
ら
ん
ば
ら
ん

　
　
　
く
る
み
は
み
ど
り
の
き
ん
い
ろ
、
な
、

　
　
　
風
に
吹
か
れ
て
　
　
さ
ん
さ
ん
さ
ん
。

ⅶ
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お
つ
き
さ
ん
お
つ
き
さ
ん
　
ま
ん
ま
る
ま
る
ゝ
ゝ
ん

　
　
　
お
ほ
し
さ
ん
お
ほ
し
さ
ん
　
ぴ
か
り
ぴ
り
る
ゝ
ん

　
　
　
か
し
は
は
か
ん
か
の
　
か
ん
か
ら
か
ら
ゝ
ゝ
ん

　
　
　
ふ
く
ろ
は
の
ろ
づ
き
　
お
つ
ほ
ゝ
ゝ
ゝ
ゝ
ゝ
ん

　
な
ど
、
こ
こ
で
の
歌
は
「
自
然
の
事
象
へ
の
呼
び
か
け
」
以
外
、
意
味
内

容
の
ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と
ば
で
あ
る
。
文
法
的
に
間
違
っ
て
は
い
な
い
が
、

「
文
」
と
い
っ
て
い
い
か
わ
か
ら
な
い
ほ
ど
、
陳
述
性
が
な
い
。
こ
れ
ら
は
人

間
的
な
人
称
を
持
た
な
い
言
説
で
あ
り
、「
も
の
の
声
」「
非
人
称
の
声
」
と

い
っ
て
よ
い
も
の
で
あ
る
。「
雨
は
ざ
っ
こ
ざ
っ
こ
雨
三
郎
」
も
、「
ど
っ
ど

ど
ど
ど
う
ど
」
も
、
同
じ
よ
う
に
自
然
の
な
か
か
ら
発
し
た
非
人
称
の
声
で

あ
り
、
自
然
へ
の
「
頌
」
と
い
っ
て
い
い
も
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
い
ず
れ

も
自
然
の
事
象
と
、
リ
ズ
ム
と
オ
ノ
マ
ト
ペ
以
外
、
陳
述
と
し
て
の
意
味
性

が
な
い
歌
群
で
あ
る
。

　
ま
た
、
見
方
を
変
え
て
い
え
ば
、
こ
れ
ら
の
歌
の
無
軌
道
な
奔
出
が
、「
か

し
は
ば
や
し
の
夜
」
の
作
品
と
し
て
の
統
一
性
を
損
な
い
、
完
成
さ
れ
閉
じ

た
作
品
世
界
の
成
立
を
危
う
く
さ
せ
て
い
る
。

　
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
、
な
に
よ
り
リ
ズ
ム
の
こ
と
ば
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
歌
の

数
々
は
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
に
よ
っ
て
あ
る
情
動
を
表
現
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ

れ
は
日
本
の
近
代
文
学
で
は
殆
ど
見
ら
れ
な
か
っ
た
情
感
で
あ
り
、
強
い
て

言
え
ば
「
歓
喜
」
と
い
う
の
が
も
っ
と
も
近
い
か
も
し
れ
な
い
。「
歓
喜
」
の

情
感
に
よ
っ
て
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
勝
手
に
叫
ば
れ
、
物
語
全
体
が
そ
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
に
引
き
ず
ら
れ
て
い
く
。「
か
し
は
ば
や
し
の
夜
」
な
ど
は
そ
の
た
め
に

破
綻
し
て
い
る
と
い
う
印
象
が
強
い
の
で
あ
る
。

　
自
然
の
も
の
が
自
然
の
事
象
に
む
か
っ
て
オ
マ
ー
ジ
ュ
を
う
た
う
、
そ
こ

に
は
本
来
人
間
の
言
語
は
必
要
が
な
い
。
そ
れ
を
敢
え
て
こ
と
ば
で
表
現
す

れ
ば
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
よ
う
な
こ
と
ば
に
な
る
の
だ
ろ
う
が
、
そ
う
い
っ
た

原
始
感
覚
か
ら
こ
と
ば
が
生
ま
れ
る
と
き
、
人
は
何
よ
り
も
ま
ず
リ
ズ
ム
と

し
て
感
じ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
と
ば
の
リ
ズ
ム
と
は
七
・
五
律
の

よ
う
な
数
え
ら
れ
る
拍
（
タ
イ
ム
）
で
は
な
く
、
も
っ
と
個
別
的
で
自
由
な

感
覚
で
あ
る
。
そ
れ
は
こ
と
ば
に
先
立
つ
も
の
で
あ
り
、
身
体
か
ら
直
に
発

せ
ら
れ
る
も
の
の
よ
う
に
み
え
る
。（
２
）（
３
）

　
　（
２
）　
　
リ
ズ
ム
の
身
体
性
と
共
通
感
覚

　
前
節
に
引
い
た
歌
は
、
ど
れ
も
幼
稚
で
原
始
的
な
生
命
感
に
あ
ふ
れ
、
体

が
意
識
を
離
れ
て
叫
び
出
し
た
と
い
う
趣
が
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
言
葉
以
前

の
こ
と
ば
が
ま
ず
リ
ズ
ム
と
し
て
身
体
感
覚
か
ら
引
き
出
さ
れ
、
そ
の
こ
と

ば
の
リ
ズ
ム
自
体
が
あ
る
身
体
感
覚
を
幻
覚
さ
せ
る
。

　
で
き
れ
ば
声
に
出
す
こ
と
が
望
ま
し
い
が
、
こ
れ
ら
の
歌
を
聞
い
た
り
読

ん
だ
り
す
る
こ
と
で
、
聴
覚
的
な
リ
ズ
ム
、
視
覚
に
訴
え
る
色
調
や
か
た
ち
、

味
覚
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
指
示
す
る
触
覚
的
な
身
体
感
覚
、
そ
の
よ
う
な
も
の

が
統
合
さ
れ
て
ひ
と
つ
の
「
体
験
」
に
近
い
影
響
を
、
い
わ
ば
「
体
験
の
残

ⅷ
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像
」
の
よ
う
な
も
の
を
身
体
に
残
す
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
の
「
セ
ン
ス
ス
・
コ
ム
ニ
ス
」
に
近
い
、
五
感
の
統
合
さ
れ
た
内
的
感
覚

が
働
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
そ
こ
に
呼
び
覚
ま
さ
れ
た
身

体
感
覚
は
、
幼
い
頃
か
ら
同
じ
言
語
体
系
の
中
で
育
ま
れ
た
も
の
に
共
通
の

口
承
性
や
伝
統
を
媒
介
と
し
て
生
じ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
例
え
ば
、「
ど
っ
ど
ど
ど
ど
う
ど
」
の
歌
に
つ
い
て
与
田
準
一
は
こ
う
書
く
。

し
か
し
こ
の
う
た
は
、
こ
の
う
た
だ
け
独
立
さ
せ
て
あ
じ
わ
っ
て
も
、
わ

た
し
た
ち
の
感
覚
と
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
存
分
に
か
き
た
て
て
く
れ
ま

す
。
か
ら
だ
ご
と
動
か
し
声
に
だ
し
て
さ
け
ば
せ
ず
に
は
お
か
ぬ
て
い
の

こ
の
語
勢
の
律
動
感
覚
が
、
わ
た
し
た
ち
を
闊
達
な
こ
せ
つ
か
な
い
一
個

の
自
然
児
に
開
放
さ
せ
て
く
れ
ま
す
。
風
と
い
う
コ
ト
バ
を
使
わ
ず
に
風

そ
の
も
の
を
う
た
い
ま
く
り
風
に
ふ
き
ま
み
れ
る
果
実
の
甘
、
酸
、
香
味

を
も
あ
び
せ
か
け
て
く
れ
、
わ
た
し
た
ち
を
む
し
ろ
、
風
そ
の
も
の
と
合

体
さ
せ
て
く
れ
る
と
い
っ
た
歌
句
配
列
の
信
号
性
は
、
民
族
と
市
民
感
情

の
交
差
し
た
場
所
に
う
ま
れ
た
新
わ
ら
べ
う
た
と
も
い
え
る
も
の
で
す
。

　『
詩
と
童
話
に
つ
い
て
』（
Ｓ
五
一
・
一
二
）

　
身
体
感
覚
と
い
い
、
体
で
感
じ
る
こ
と
ば
以
前
の
リ
ズ
ム
と
い
っ
て
も
、

文
学
は
こ
と
ば
を
媒
介
と
し
た
表
現
で
あ
り
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
も
こ
と
ば
で
あ

る
。
与
田
が
「
民
族
と
市
民
感
情
の
交
差
し
た
場
所
」
と
い
う
と
き
、
個
別

の
各
言
語
に
内
在
す
る
「
身
体
の
リ
ズ
ム
」
を
考
え
て
い
た
と
い
っ
て
差
し

支
え
な
い
だ
ろ
う
。（
４
）

　
　「
ど
っ
ど
ど
　
ど
ど
う
ど

ど
ど
う
ど
　
ど
ど
う

　
　
　
青
い
く
る
み
も
、
吹
き
と
ば
せ

　
　
　
す
っ
ぱ
い
く
ゎ
り
ん
も
吹
き
と
ば
せ

　
　
　
ど
っ
ど
ど
　
ど
ど
う
ど

ど
ど
う
ど
　
ど
ど
う

　
　
　
ど
っ
ど
ど
　
ど
ど
う
ど

ど
ど
う
ど
　
ど
ど
う
」

　
先
頃
又
三
郎
か
ら
聞
い
た
ば
か
り
の
あ
の
歌
を
一
郎
は
夢
の
中
で
又
聞

い
た
の
で
す
。
び
っ
く
り
し
て
跳
ね
起
き
て
見
る
と
外
で
は
ほ
ん
と
う
に

ひ
ど
く
風
が
吹
い
て
林
は
ま
る
で
咆
え
る
や
う
、
あ
け
が
た
近
く
の
青
ぐ

ろ
い
、
う
す
あ
か
り
が
障
子
や
棚
の
上
の
提
灯
箱
や
家
中
い
っ
ぱ
い
で
し

た
。
…
中
略
…
家
の
前
の
栗
の
木
の
列
は
変
に
青
く
白
く
み
え
て
そ
れ
が

ま
る
で
風
と
雨
と
で
今
洗
濯
を
す
る
と
で
も
云
ふ
様
に
烈
し
く
も
ま
れ
て

ゐ
ま
し
た
。
青
い
葉
も
幾
枚
も
吹
き
飛
ば
さ
れ
、
ち
ぎ
れ
た
青
い
栗
の
い

が
は
黒
い
地
面
に
た
く
さ
ん
落
ち
て
ゐ
ま
し
た
。
遠
く
の
方
の
林
は
ま
る

で
海
が
荒
れ
て
ゐ
る
や
う
に
ご
と
ん
ご
と
ん
と
鳴
っ
た
り
ざ
っ
と
聞
え
た

り
す
る
の
で
し
た
。
一
郎
は
顔
い
っ
ぱ
い
に
冷
た
い
雨
の
粒
を
投
げ
つ
け

ら
れ
風
に
着
物
を
も
っ
て
行
か
れ
さ
う
に
な
り
な
が
ら
だ
ま
っ
て
そ
の
音

を
き
ゝ
す
ま
し
ぢ
っ
と
空
を
見
上
げ
ま
し
た
。

　
す
る
と
胸
が
さ
ら
さ
ら
と
波
を
た
て
る
や
う
に
思
ひ
ま
し
た
。
け
れ
ど

も
又
ぢ
っ
と
そ
の
鳴
っ
て
吠
え
て
う
な
っ
て
か
け
て
行
く
風
を
見
て
ゐ
ま

す
と
、
今
度
は
胸
が
ど
か
ど
か
な
っ
て
く
る
の
で
し
た
。
昨
日
ま
で
丘
や

ⅸ



120

野
原
の
空
の
底
に
澄
み
き
っ
て
し
ん
と
し
て
ゐ
風
が
今
朝
夜
あ
け
方
俄
に

一
斉
に
斯
う
動
き
出
し
て
ど
ん
ど
ん
ど
ん
タ
ス
カ
ロ
ラ
海
床
の
北
の
は
じ

を
め
が
け
て
行
く
こ
と
を
考
へ
ま
す
と
も
う
一
郎
は
顔
が
ほ
て
り
息
も
は

あ
、
は
あ
、
な
っ
て
自
分
ま
で
が
一
緒
に
空
を
翔
け
て
行
く
や
う
な
気
持

ち
に
な
っ
て
胸
を
い
っ
ぱ
い
は
っ
て
息
を
ふ
っ
と
吹
き
ま
し
た
。

　
引
用
は
、「
風
の
又
三
郎
」
の
最
後
の
日
（
九
月
一
二
日
）
の
夜
明
け
部
分

で
あ
る
。
烈
し
い
風
雨
の
吹
き
荒
れ
る
秋
の
早
朝
、
そ
の
風
雨
の
気
配
を
身

体
じ
ゅ
う
に
感
じ
と
っ
て
い
る
一
郎
の
胸
の
高
鳴
り
と
「
世
界
」
へ
の
予
感

に
満
ち
た
共
感
が
描
き
出
さ
れ
る
。「
ど
っ
ど
ど
　
ど
ど
う
ど
　
ど
ど
う
ど
　

ど
ど
う
」
と
い
い
う
オ
ノ
マ
ト
ペ
に
よ
っ
て
、
こ
の
朝
の
一
郎
の
気
持
ち
の

高
ま
り
が
「
か
ら
だ
ご
と
動
か
し
声
に
だ
し
て
さ
け
ば
せ
ず
に
は
お
か
ぬ
て

い
」
の
身
体
感
覚
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
の
と
き
一
郎
の
五
感
の
ざ
わ
め
き
が
予
感
し
た
も
の
が
「
又
三
郎
は
飛

ん
で
っ
た
が
も
知
れ
な
ぃ
も
や
」
と
い
う
虚
構
と
し
て
、
意
識
の
流
れ
に
自

然
に
結
ば
れ
て
い
く
過
程
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
こ
の
よ
う
な
情
動
が
「
語
り
」

を
ス
ト
ー
リ
イ
に
沿
っ
て
進
め
る
構
想
力
の
も
と
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
み

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
こ
こ
で
、
わ
た
し
た
ち
読
者
は
再
び
「
風
の
又
三
郎
」
の
冒
頭
、
あ
の
印

象
的
な
歌
ご
え
に
立
ち
返
り
た
い
。「
ど
っ
ど
ど
　
ど
ど
う
ど
　
ど
ど
う
ど
　

ど
ど
う
／
青
い
く
る
み
も
ふ
き
と
ば
せ
／
す
っ
ぱ
い
く
ゎ
り
ん
も
ふ
き
と
ば

せ
／
ど
っ
ど
ど
　
ど
ど
う
ど
　
ど
ど
う
ど
　
ど
ど
う
／
／
谷
川
の
岸
に
小
さ

な
学
校
が
あ
り
ま
し
た
。」
と
、
始
ま
る
物
語
の
語
り
口
の
な
か
に
、
身
体
感

覚
を
刺
激
し
開
放
し
な
が
ら
、
何
か
の
予
感
に
向
か
っ
て
唆
す
語
り
手
の
意

図
を
感
じ
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。「
又
三
郎
は
飛
ん
で
っ
た
が
も
知
れ
な
ぃ
」

と
い
う
虚
構
に
橋
を
架
け
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
感
覚
の
開
放
さ
れ
た
場
で

あ
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
３
　
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
ふ
た
つ
の
形
態

　
　（
１
）　「
場
」
の
こ
と
ば
を
媒
体
す
る
身
体

　
身
体
感
覚
が
虚
構
性
に
か
か
わ
っ
て
い
る
と
い
う
点
に
関
連
し
て
、
こ
こ

で
も
う
ひ
と
つ
、
考
え
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、「
風
の
又
三
郎

は
誰
か
」
と
い
う
こ
の
童
話
の
核
心
の
テ
ー
マ
に
も
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
み
ん
な
は
河
原
か
ら
着
物
を
か
か
へ
て
、
ね
む
の
木
の
下
へ
遁
げ
こ
み

ま
し
た
。
す
る
と
又
三
郎
も
何
だ
か
は
じ
め
て
怖
く
な
っ
た
と
見
え
て
さ

い
か
ち
の
木
の
下
か
ら
ど
ぼ
ん
と
水
へ
は
い
っ
て
み
ん
な
の
方
へ
泳
ぎ
だ

し
ま
し
た
。
す
る
と
誰
と
も
な
く

　
　「
雨
は
ざ
っ
こ
ざ
っ
こ
雨
三
郎

　
　
　
風
は
ど
っ
こ
ど
っ
こ
又
三
郎
」
と
叫
ん
だ
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。
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み
ん
な
も
す
ぐ
声
を
そ
ろ
へ
て
叫
び
ま
し
た
。

　
　「
雨
は
ざ
っ
こ
ざ
っ
こ
雨
三
郎
　

　
　
　
風
は
ど
っ
こ
ど
っ
こ
又
三
郎
」

　

　
す
る
と
又
三
郎
は
ま
る
で
あ
わ
て
て
何
か
に
足
を
ひ
っ
ぱ
ら
れ
る
や
う

に
淵
か
ら
と
び
あ
が
っ
て
一
目
散
に
み
ん
な
の
と
こ
ろ
に
走
っ
て
き
て
が

た
が
た
ふ
る
え
な
が
ら

　
　「
い
ま
叫
ん
だ
の
は
お
ま
へ
ら
だ
ち
か
い
。」
と
き
き
ま
し
た
。

　
　「
そ
で
な
い
、
そ
で
な
い
。」
み
ん
な
は
一
し
ょ
に
叫
び
ま
し
た
。

　「
風
の
又
三
郎
」
で
、
高
田
三
郎
と
村
の
少
年
た
ち
の
対
照
を
描
い
た
印
象

的
な
場
面
で
あ
る
。
誰
と
も
な
く
聞
こ
え
て
き
た
叫
び
に
間
髪
を
入
れ
ず
、

村
の
子
ど
も
た
ち
は
唱
和
し
て
叫
ぶ
。
そ
の
打
て
ば
響
く
よ
う
な
自
然
な
反

応
の
仕
方
は
、
無
意
識
の
う
ち
に
、
身
体
そ
の
も
の
が
覚
醒
し
て
声
を
出
さ

せ
た
と
い
う
よ
う
な
、
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
な
も
の
を
感
じ
さ
せ
る
。
こ
こ
で
の

身
体
性
は
、
口
誦
の
力
と
言
い
換
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
三
郎
少
年
は
、
そ
の
無
意
識
の
共
感
帯
の
よ
う
な
も
の
か
ら
疎
外
さ
れ
て

い
る
が
、
そ
れ
は
彼
が
村
の
子
ど
も
と
同
じ
こ
と
ば
　
　
身
体
の
言
語
と
し

て
の
方
言
　
　
を
持
た
な
い
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
与
田
準
一
が
「
か

ら
だ
ご
と
動
か
し
声
に
だ
し
て
さ
け
ば
せ
ず
に
は
お
か
ぬ
て
い
の
こ
の
語
勢

の
律
動
感
覚
」
と
表
現
し
た
も
の
を
、
三
郎
は
共
有
し
て
い
な
い
と
見
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。

　
こ
こ
で
「
口
誦
」
と
「
口
承
」
の
近
接
性
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。「
風

の
又
三
郎
」
は
も
と
も
と
口
承
の
童
歌
に
み
ら
れ
る
モ
チ
ー
フ
で
あ
っ
た
。

二
節
で
「
非
人
称
の
声
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
た
が
、
引
用
場
面
で
ど
こ
か

ら
と
も
な
く
聴
こ
え
た
「
雨
は
ざ
っ
こ
ざ
っ
こ
雨
三
郎
、
風
は
ど
っ
こ
ど
っ

こ
又
三
郎
」
は
、
そ
う
い
う
非
人
称
の
「
も
の
の
声
」
で
あ
る
と
同
時
に
、「
場

の
声
」
と
い
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。

　
例
え
ば
柳
田
国
男
が
口
承
文
芸
に
つ
い
て
「
聴
く
者
の
言
わ
ん
と
し
て
あ

た
わ
ざ
る
感
覚
を
、
代
表
す
る
よ
り
他
の
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
」
と
言
っ

て
い
る
よ
う
に
、
誰
も
が
無
意
識
に
共
有
し
て
い
る
も
の
、
そ
の
「
気
分
」
と

い
っ
て
い
い
よ
う
な
も
の
を
言
い
表
し
た
の
が
「
雨
は
ざ
っ
こ
ざ
っ
こ
」
の

誰
と
も
知
れ
ぬ
声
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
超
自
然
的
な
面
に
に
重
き
が
あ
る

の
で
は
な
く
、
声
の
主
が
誰
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
は
意
味
が
な
い
、
と

い
う
意
味
で
「
誰
と
も
知
れ
な
い
」
の
で
あ
る
。
近
代
の
文
学
が
「
自
我
」
の

産
物
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
口
承
の
文
芸
は
、
共
通
の
言
語
を
仲
立
ち
と

し
た
共
時
的
な
「
場
」
の
産
物
で
あ
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
村
の
子

ど
も
た
ち
が
無
意
識
に
、
ま
る
で
身
体
そ
の
も
の
の
反
応
と
し
て
一
斉
に
叫

ぶ
こ
と
に
も
、
そ
の
「
場
」
を
形
成
す
る
も
の
た
ち
と
し
て
の
共
同
性
を
見

る
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
。（
５
）

　
さ
ら
に
ま
た
、
身
体
感
覚
か
ら
呼
び
覚
ま
さ
れ
る
言
語
と
い
う
も
の
が
、

も
と
も
と
「
場
」
の
言
葉
で
あ
る
こ
と
も
、
こ
の
場
面
か
ら
読
み
取
る
こ
と

が
で
き
る
。

　
転
校
生
の
高
田
三
郎
が
こ
の
「
場
」
の
外
に
い
る
こ
と
、
か
れ
ら
を
結
ぶ

「
無
意
識
の
共
感
帯
」
の
よ
う
な
も
の
か
ら
は
ず
れ
て
い
る
こ
と
は
、
三
郎
少

ⅺ
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年
が
村
の
子
ど
も
の
言
葉
を
話
さ
ず
、
無
国
籍
的
な
「
標
準
語
」
を
話
す
こ

と
か
ら
も
理
解
で
き
る
。
こ
の
点
で
彼
は
「
先
生
」
と
同
じ
世
界
に
位
置
し

て
い
る
が
、
こ
の
問
題
は
ま
た
、「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
で
午
後
の
授
業
を
行

な
っ
た
「
先
生
」
や
初
期
形
の
「
ブ
ル
カ
ニ
ロ
博
士
」
へ
と
展
開
さ
れ
る
か

も
し
れ
な
い
。

　
彼
ら
は
常
に
作
品
生
成
の
秘
密
を
知
っ
て
い
る
人
物
で
あ
り
、「
場
」
の
外

に
あ
り
、
や
や
超
越
的
な
、
し
か
し
孤
独
な
そ
の
面
影
は
、
作
者
じ
し
ん
の

自
己
認
識
と
大
き
く
重
な
る
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。

　（
２
）　「
場
」
の
リ
ズ
ム

　
た
と
え
ば
、
生
ま
れ
て
ま
も
な
い
子
ど
も
を
、
母
親
が
抱
い
て
歌
を
う
た

い
な
が
ら
揺
す
る
、
寝
か
し
付
け
な
が
ら
身
体
を
そ
っ
と
叩
く
、
あ
る
い
は

母
の
胎
内
で
そ
の
鼓
動
や
呼
吸
を
聴
き
、
そ
れ
ら
の
刺
激
に
呼
応
す
る
も
っ

と
も
原
始
的
な
反
応
と
し
て
、
私
た
ち
は
「
身
体
感
覚
」
を
身
に
付
け
て
い

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
自
分
自
身
の
呼
吸
や
脈
拍
、
内
蔵
感
覚
と
い
う
内
な
る
触
覚
の
よ
う
な
も

の
で
さ
え
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
環
境
の
変
化
に
合
わ
せ
て
そ
の
都
度
変
化
し
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
し
、
生
命
と
か
身
体
と
い
う
も
の
は
、
本
来
そ
の
よ
う
に

呼
応
し
て
律
動
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
日
本
の
リ
ズ
ム
論
と
し
て
は
草
分
け
的
な
中
井
正
一
の「
リ
ズ
ム
の
構
造
」

（
一
九
三
二
年
）
で
、
中
井
は
「
数
学
的
解
釈
」「
存
在
論
的
解
釈
」「
歴
史
的

解
釈
」
に
よ
っ
て
リ
ズ
ム
を
考
察
し
て
い
る
。「
存
在
論
的
解
釈
」
に
お
い
て

　「
拍
子
の
内
奥
に
よ
き
耳
だ
け
が
味
到
せ
ん
と
す
る
呼
吸
が
内
在
す
る
」　

「
す
で
に
生
理
的
呼
吸
を
遠
く
超
え
て
、
生
そ
の
も
の
を
通
路
と
し
て
、　
存

在
の
本
質
に
た
だ
ち
に
横
超
す
気
分
と
し
て
の
本
質
理
解
」
と
と
ら
え
た

「
内
な
る
意
味
」
は
、「
時
の
会
得
」「
邂
逅
の
思
想
」
と
も
表
現
さ
れ
、
何
も

の
か
と
合
一
す
る
緊
張
感
が
、
身
体
の
生
理
的
感
覚
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い

る
。

　
中
井
は
特
に
リ
ズ
ム
を
論
じ
る
と
き
、
ス
ポ
ー
ツ
や
競
技
を
媒
介
す
る
も

の
と
し
て
身
体
性
を
重
視
し
た
視
点
を
持
つ
が
、
こ
の
よ
う
に
、
自
ら
の
生

理
に
呼
応
す
る
も
の
と
し
て
あ
る
律
動
を
感
じ
る
と
き
、
初
め
て
そ
れ
を

「
身
体
感
覚
と
し
て
の
リ
ズ
ム
」と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

　
そ
の
よ
う
な
身
体
に
刻
ま
れ
た
リ
ズ
ム
が
、
言
葉
の
記
憶
と
も
結
び
つ
い

た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
失
語
症
の
研
究
か
ら
も
発
見
さ
れ
て
い
る
よ
う
で

あ
る
。
失
語
症
に
陥
り
、
言
葉
が
全
く
話
せ
な
い
方
が
、
歌
を
う
た
う
こ
と

は
で
き
る
の
だ
と
い
う
。
以
前
よ
く
う
た
っ
た
歌
な
ど
は
身
体
が
覚
え
て
い

て
、
と
て
も
楽
し
そ
う
に
流
暢
に
う
た
う
こ
と
が
で
き
る
そ
う
で
あ
る
。
そ

れ
は
、
お
そ
ら
く
大
脳
の
言
語
野
と
は
異
な
る
と
こ
ろ
か
ら
発
話
さ
れ
て
い

る
の
だ
ろ
う
が
、
そ
こ
で
は
、
い
わ
ゆ
る
語
意
的
な
意
味
と
も
統
辞
論
的
な

意
味
と
も
異
な
る
、「
呼
応
す
る
」「
交
感
す
る
」
と
い
っ
た
一
種
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
の
言
葉
の
意
味
が
現
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

れ
は
つ
ま
り
「
場
」
の
言
葉
で
あ
る
。（
６
）

ⅻ



117

　
ま
た
中
井
に
よ
る
リ
ズ
ム
の
「
歴
史
的
解
釈
」
で
は
、
リ
ズ
ム
が
通
時
的

に
も
共
時
的
に
も
共
同
的
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
「
集
団

性
」
の
強
調
に
は
、
時
代
の
要
請
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
た
め
の
偏
り
を
感
じ

さ
せ
ら
れ
る
が
、
リ
ズ
ム
を
呼
応
す
る
も
の
と
考
え
れ
ば
、
あ
る
集
団
の
な

か
で
シ
ン
ク
ロ
ナ
イ
ズ
す
る
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
も
う

少
し
普
遍
的
に
「
場
の
リ
ズ
ム
」
と
い
う
も
の
を
考
え
て
み
て
は
ど
う
だ
ろ

う
か
。

　「
場
」
の
リ
ズ
ム
と
は
、
共
同
体
の
リ
ズ
ム
で
あ
り
、
そ
れ
は
人
間
の
集
団

だ
け
で
は
な
く
、
風
や
雨
の
音
、
日
の
ひ
か
り
、
野
山
の
た
た
ず
ま
い
、
と

い
っ
た
も
の
か
ら
も
感
じ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
本
来
、
伝
承
の
童
歌
な
ど
は
、
そ

れ
ら
が
交
錯
し
た
と
こ
ろ
で
歌
わ
れ
た
も
の
だ
っ
た
。「
雨
は
ざ
っ
こ
ざ
っ
こ

　
雨
三
郎
／
風
は
ど
っ
こ
ど
っ
こ
　
又
三
郎
」
の
叫
び
は
、
身
体
が
そ
の
リ

ズ
ム
を
捉
え
て
思
わ
ず
発
し
た
も
の
で
あ
り
、
叫
ん
で
い
る
彼
ら
自
身
に

と
っ
て
も
、
そ
れ
は
「
誰
で
も
な
い
も
の
の
声
」
に
等
し
い
呼
び
声
で
あ
っ

た
に
違
い
な
い
。

　
　（
２
）　
聴
覚
的
な
幻
想

　
以
前
、
私
は
宮
沢
の
詩
作
品
に
特
徴
的
な
、
イ
メ
ー
ジ
が
独
立
し
て
勝
手

に
歩
き
出
す
現
象
を
捉
え
、
そ
れ
を
「
イ
マ
ジ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
幻
想
」
と
名

付
け
た
こ
と
が
あ
る
。
記
録
的
な
詩
の
な
か
に
想
像
力
が
膨
ら
み
、
虚
構
が

芽
生
え
て
く
る
と
い
う
構
図
で
捉
え
た
が
、
そ
こ
で
比
喩
と
い
う
指
標
を
採

用
し
た
。
比
喩
の
イ
メ
ー
ジ
の
多
く
は
視
覚
的
要
素
に
も
と
づ
い
て
い
る
。

賢
治
の
口
語
詩
の
な
か
に
ば
ら
ま
か
れ
た
イ
メ
ー
ジ
が
、
し
だ
い
に
ひ
と
つ

の
中
心
に
向
か
っ
て
構
成
を
と
り
、
物
語
と
し
て
の
体
裁
を
整
え
て
い
く
様

子
は
、
宮
沢
と
し
没
後
の
い
く
つ
か
の
詩
編
と
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
を
続
け

て
読
ん
で
み
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。

　
本
論
で
は
、「
こ
と
ば
に
先
立
つ
身
体
感
覚
と
し
て
の
リ
ズ
ム
」
を
、
虚
構

が
立
ち
上
が
る
も
う
ひ
と
つ
の
契
機
と
し
て
「
聴
覚
的
な
幻
想
」
と
呼
ん
で

み
た
い
。

　
童
話
の
語
り
の
な
か
に
、
突
然
歌
が
う
た
い
だ
さ
れ
る
。
そ
の
と
き
、
文

学
の
こ
と
ば
は
一
人
称
的
な
「
私
」
を
は
な
れ
、
自
然
の
事
象
に
、
あ
る
い

は
世
界
の
存
在
に
、
身
体
感
覚
を
伴
っ
た
情
感
を
以
て
、
オ
マ
ー
ジ
ュ
を
う

た
う
。
視
覚
的
イ
メ
ー
ジ
か
ら
立
ち
上
が
る
幻
想
は
、
大
脳
の
言
葉
と
い
っ

て
さ
し
つ
か
え
な
い
だ
ろ
う
が
、
リ
ズ
ム
が
先
導
す
る
こ
れ
ら
の
言
葉
は
、

一
種
の
皮
膚
感
覚
と
で
も
い
う
身
体
の
レ
ベ
ル
で
の
発
話
と
い
え
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
と
き
、
こ
と
ば
の
概
念
的
意
味
は
殆
ど
置
き
去
り
に

さ
れ
、「
物
語
」
の
枠
組
み
を
内
側
か
ら
破
る
一
つ
の
契
機
に
な
っ
て
い
る
と

思
わ
れ
る
。

　「
種
山
ヶ
原
」
で
執
拗
に
繰
り
返
さ
れ
る
「
ダ
ー
、
ダ
ー
、
ダ
ー
、
ダ
ー
、

ダ
ー
ス
コ
、
ダ
ー
ダ
ー
」
の
歌
は
、
次
々
に
幻
想
を
生
ん
で
、
作
品
を
無
軌

道
に
暴
走
さ
せ
る
。
こ
の
幻
想
と
リ
ズ
ム
は
、
そ
の
後
も
モ
チ
ー
フ
と
し
て

受
け
継
が
れ
、
詩
「
原
体
剣
舞
連
」
と
し
て
完
成
さ
れ
て
い
く
。

xiii
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ま
た
、「
鹿
踊
り
の
は
じ
ま
り
」
で
は
、
栃
だ
ん
ご
を
見
つ
け
た
鹿
た
ち
が
、

方
言
に
よ
る
短
歌
を
歌
い
交
わ
し
て
い
く
。

　
　
お
日
さ
ん
を
／
せ
な
が
さ
し
ょ
え
ば
、
は
ん
の
木
も
／

　
　
く
だ
げ
で
光
る
／
鉄
の
か
ん
が
み
。

　
　
ぎ
ん
が
ぎ
が
の
／
す
す
ぎ
の
底
で
そ
っ
こ
り
と
／

　
　
咲
ぐ
う
め
ば
ぢ
の
／
愛
ど
し
お
え
ど
し
。

　「
水
仙
月
の
四
日
」
で
は
、
そ
の
冒
頭
に
雪
童
子
が
鮮
や
か
に
歌
う
。

　
　
カ
シ
オ
ピ
イ
ア
、
／
も
う
水
仙
が
咲
き
出
す
ぞ
／

　
　
お
ま
へ
の
ガ
ラ
ス
の
水
車
／
き
つ
き
と
ま
は
せ
。

　　
　
ア
ン
ド
ロ
メ
ダ
、
／
あ
ぜ
み
の
花
が
も
う
咲
く
ぞ
、
／

　
　
お
ま
へ
の
ラ
ム
プ
の
ア
ル
コ
ホ
ル
、
／
し
ゅ
う
し
ゅ
と
噴
か
せ
。

　
こ
れ
ら
の
歌
は
、
い
わ
ゆ
る
「
短
歌
」
で
も
「
詩
」
で
も
「
童
謡
」
で
も

な
く
、
け
れ
ど
、「
物
語
」
か
ら
切
り
離
し
て
鑑
賞
で
き
る
ほ
ど
の
、
非
常
に

強
い
こ
と
ば
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
こ
と
に
方
言
に
よ
る
濁

音
の
多
用
や
、
ｓ
音
や
ｋ
音
な
ど
の
子
音
の
す
る
ど
さ
よ
っ
て
「
聴
覚
的
映

像
」
と
い
う
べ
き
も
の
が
鮮
や
か
で
あ
る
。
従
来
の
文
学
の
ジ
ャ
ン
ル
に
は

ま
ら
な
い
、
け
れ
ど
こ
と
ば
の
芸
術
と
し
て
、
い
ま
ま
で
に
な
い
可
能
性
を

持
つ
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　「
物
語
」
の
な
か
か
ら
、
比
喩
や
幻
想
が
「
イ
メ
ー
ジ
」
そ
の
も
の
と
し
て

立
ち
上
が
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
語
り
手
の
生
々
し
い
リ
ズ
ム
感
を
手
が
か

り
に
、「
語
り
」
そ
の
も
の
か
ら
「
語
り
き
れ
な
い
も
の
」
が
、
歌
と
な
っ
て

立
ち
上
が
っ
て
く
る
。

　
そ
れ
は
「
物
語
」
の
求
心
力
に
拮
抗
し
、
ス
ト
ー
リ
イ
や
テ
ー
マ
を
外
に

向
か
っ
て
開
き
な
が
ら
、「
い
ま
こ
こ
に
あ
る
も
の
」
か
ら
、「
こ
こ
に
な
い

も
の
」
へ
と
虚
構
の
橋
を
渡
す
、
も
う
ひ
と
つ
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
他
な

ら
な
い
。（
７
）

註

　（
１
）
畑
「
宮
沢
賢
治
論
　
　
比
喩
的
性
格
を
め
ぐ
っ
て
」
有
精
堂
『
近
代
の
レ
ト

リ
ッ
ク
』
収
録

（
２
）
日
本
の
童
謡
に
つ
い
て
の
注
文
と
批
判
と
し
て

「
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
、そ
れ
を
内
的
な
リ
ズ
ム
が
湧
き
出
し
て
行
く
と
言
う
ふ

う
に
捉
え
て
い
な
い
も
ん
だ
か
ら
、
ド
ン
ジ
ャ
ラ
ホ
イ
に
な
っ
て
し
ま
う
。

…
自
由
律
に
よ
っ
て
、
内
的
な
リ
ズ
ム
を
性
根
を
す
え
て
う
た
い
あ
げ
て
み

る
と
い
う
覚
悟
が
必
要
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
。」

瀬
田
貞
二
『
幼
い
子
の
文
学
』

xiv
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（
３
）「
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
リ
ズ
ム
に
対
す
る
感
覚
と
は
、
体
性
感
覚
統
合
の
働
き

に
ほ
か
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。」　
中
村
雄
二
郎
『
共
通
感
覚
論
』

（
４
）
リ
ズ
ム
と
こ
と
ば
に
関
し
て
は
、
カ
ト
ラ
ー
の
興
味
深
い
実
験
が
あ
る
。
彼
は

言
語
の
音
声
知
覚
の
単
位
は
、
普
遍
的
な
単
位
に
よ
っ
て
決
ま
る
の
で
は
な

く
、個
別
の
言
語
が
持
つ
リ
ズ
ム
の
単
位
に
依
存
す
る
と
い
う
仮
説
を
立
て
、

実
験
を
重
ね
た
。
そ
の
結
果
、
フ
ラ
ン
ス
語
な
ど
ロ
マ
ン
ス
語
系
の
言
語
で

は
「
音
節
の
時
間
の
長
さ
」（
シ
ラ
ブ
ル
・
タ
イ
ミ
ン
グ
）
に
よ
っ
て
、
英
語

圏
で
は
「
強
勢
が
現
れ
る
ま
で
の
時
間
長
」（
ス
ト
レ
ス
・
タ
イ
ミ
ン
グ
）
に

よ
り
、　
ま
た
日
本
語
で
は
「
音
節
の
下
位
構
造
に
位
置
す
る
も
の
」
と
し
て

「
モ
ー
ラ
・
タ
イ
ミ
ン
グ
」
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
結
果
が
出
た
。
従
っ

て
、
音
声
知
覚
の
単
位
は
各
言
語
が
持
つ
リ
ズ
ム
の
単
位
に
よ
っ
て
い
る
可

能
性
が
高
い
、
と
い
う
こ
と
が
実
験
か
ら
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
結
果
は
、

わ
た
し
た
ち
が
今
問
題
に
し
て
い
る
。
　「
こ
と
ば
に
先
立
つ
リ
ズ
ム
」
と
そ

の
固
有
性
に
つ
い
て
、
ひ
と
つ
の
見
解
を
示
し
て
い
る
。

大
津
由
紀
雄
　
編
『
認
知
心
理
学
・
３
／
言
語
』

　
　
　

（
５
）
柳
田
国
男
『
口
承
文
芸
史
考
』
は
、
昭
和
二
一
年
に
出
版
さ
れ
た
が
、
柳
田
が

『
口
承
文
芸
大
意
』と
い
う
表
題
で
引
用
部
を
含
む
本
書
前
半
を
書
き
上
げ
た

の
は
、
昭
和
七
年
（
一
九
三
二
）
で
あ
っ
た
。
本
文
中
引
用
し
た
中
井
正
一

の
リ
ズ
ム
論
も
、「
風
の
又
三
郎
」
も
同
年
の
作
で
あ
る
こ
と
を
み
る
と
き
、

一
九
三
〇
年
代
の
日
本
の
「
自
我
を
超
え
る
」
思
想
が
、
民
俗
学
と
哲
学
と

文
学
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
結
実
し
て
い
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
思

想
的
な
内
容
を
め
ぐ
っ
て
は
評
価
が
分
か
れ
る
で
あ
ろ
う
。

（
６
）
日
本
倫
理
学
会
第
50
回
大
会
（
１
９
９
９
年
10
月
16
日
）
に
お
け
る
、
本
間
・

武
田
両
氏
に
よ
る
学
会
発
表
を
参
照
。

　

（
７
）「
現
実
が
課
す
枠
組
み
の
革
新
と
転
位
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
」
に
つ
い
て
欲
動
に
よ

る
度
重
な
る
棄
却
が
お
の
れ
を
保
持
し
抑
制
す
る
た
め
に
、
お
の
れ
自
身
で

作
り
出
し
た
も
の
（
意
味
素
材
・
こ
こ
で
は
言
語
）
に
襲
い
か
か
る
よ
う
な

場
合
」「
そ
の
実
現
が
読
み
取
れ
る
の
は
、
リ
ズ
ム
、
パ
ラ
グ
ラ
ム
、
擬
態
語

﹇
オ
ノ
マ
ト
ペ
ー
﹈
の
な
か
に
、
そ
し
て
一
方
知
的
作
業
　
　
ふ
た
つ
の
異
質

な
も
の
の
あ
い
だ
の
闘
争
の
論
理
的
説
明
　
　
の
な
か
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ

は
こ
の
よ
う
な
実
践
を
行
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
も
っ
と
も
根
源
な
、
能
記

に
た
い
す
る
闘
争
と
し
て
維
持
さ
れ
る
異
質
な
も
の
の
混
在
と
い
う
場
に
い

る
。
し
か
し
そ
れ
と
同
時
に
わ
れ
わ
れ
は
ま
た
、
こ
の
う
え
も
な
く
精
緻
な

意
味
を
産
む
微
分
化
の
場
に
も
い
る
の
だ
。

ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
『
詩
的
言
語
の
革
命
』（
原
田
邦
夫
・
訳
）
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