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一
、
は
じ
め
に

栗
木
京
子
短
歌
に
お
け
る
特
質
の
一
つ
は
「
社
会
詠
」
で
あ
り
、
そ
の
種
類
は
多
い
が
、
そ
の
中
で
も
目
立
つ
の
が
「
戦
争
詠
」
で
あ

る
と
言
え
よ
う
（
１
）
。
そ
の
数
は
、
全
一
〇
歌
集
で
二
八
七
首
（
七
・
三
％
）
あ
り
、
特
徴
は
歌
材
と
し
て
「
家
族
」
が
詠
ま
れ
て
い
る
点
が

挙
げ
ら
れ
る
。
特
に
「
伯
父
」、「
祖
母
」
の
歌
が
目
立
つ
が
、
そ
の
他
、
父
母
、
祖
父
、
叔
父
、
子
（
息
子
）、
夫
の
歌
も
詠
じ
ら
れ
て

い
る
。
小
考
で
は
、「
家
族
」
と
「
戦
争
」
が
一
首
中
に
歌
わ
れ
た
作
品
を
抜
き
出
し
て
、
分
析
と
考
察
を
加
え
る
。
具
体
的
に
は
、
家

族
そ
れ
ぞ
れ
を
章
立
て
し
て
考
察
し
、
そ
こ
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
事
柄
を
指
摘
し
た
い
。
さ
ら
に
は
、
そ
こ
に
共
通
す
る
特
質
を

明
ら
か
に
し
ま
と
め
と
し
た
い
。
考
察
の
順
序
は
、は
じ
め
に「
祖
母
の
詠
」、「
父
母
の
詠
」「
伯
父
の
詠
」の
順
で
論
ず
る
。
特
に「
祖
母
」「
伯

父
」
を
題
材
と
し
た
歌
は
、前
者
は
第
四
歌
集
『
万
葉
の
月
』
に
、後
者
は
第
五
歌
集
『
夏
の
う
し
ろ
』
に
収
め
ら
れ
、栗
木
の
「
戦
争
詠
」

を
考
え
る
上
で
看
過
で
き
な
い
歌
集
と
な
っ
て
い
る
。
後
半
で
は
、「
祖
父
」「
叔
父
」「
夫
」「
子
（
息
子
）」
の
順
で
言
及
し
、最
終
的
に
は
、

栗
木
短
歌
「
戦
争
詠
」
の
源
流
と
そ
の
特
質
に
つ
い
て
私
見
を
述
べ
る
。
な
お
、
本
稿
に
お
け
る
傍
線
等
は
、
特
に
断
わ
ら
な
い
限
り
は

す
べ
て
稿
者
に
よ
る
。

一

栗
木
京
子
短
歌
「
戦
争
詠
」
の
源
流
と
そ
の
特
質

草
木
美
智
子
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二
、「
戦
争
詠
」
と
祖
母

ま
ず
、「
祖
母
」
の
歌
を
第
四
歌
集
『
万
葉
の
月
』
か
ら
挙
げ
た
い
。

ほ
の
白
く
祖
母
の
供
へ
し
陰
膳
を
思
ほ
ゆ
垣
に
梔
子
咲
け
ば

祖
母
の
大お
ほ
し
ま

島
紬
ひ
ろ
げ
み
て
を
り
心
を
絎く

け
る
と
い
ふ
生
き
方
の
あ
り
し
杳
き
日

子
を
幾
た
り
無
く
せ
ど
す
ぐ
に
ま
た
産
み
て
祖
母
の
歩
み
し
野
あ
ざ
み
の
生

（「
官
能
と
も
る
」）

こ
の
三
首
で
は
、「
陰
膳
」「
子
を
幾
た
り
無
く
せ
ど
」
か
ら
、祖
母
に
は
戦
争
中
、出
征
し
た
身
内
が
お
り
、「
陰
膳
」
を
し
て
い
た
こ
と
、

ま
た
そ
れ
が
「
子
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、
栗
木
の
伯
父
（
母
の
兄
）
は
出
征
中
、
南
方
の
輸
送
船
で
二
二
歳
で
戦

死
し
た
。
三
首
の
「
梔
子
」、「
大
島
紬
」「
野
あ
ざ
み
」
に
共
通
す
る
季
節
は
「
夏
」
で
あ
る
。
一
首
目
「
ほ
の
白
く
」
で
は
、
梔
子
の

白
い
花
が
、
戦
時
中
の
祖
母
が
供
え
た
「
陰
膳
」
を
自
然
と
思
い
起
こ
さ
れ
る
と
詠
む
。
和
名
「
梔
子
」
の
由
来
は
、
実
が
熟
し
て
も
口

を
開
い
て
種
子
を
散
布
し
な
い
こ
と
か
ら
だ
と
も
言
う
（
２
）
。
そ
の
こ
と
か
ら
、「
梔
子
」
は
、「
詩
歌
」
で
は
「
口
無
し
」
と
か
け
て
言
う
こ

と
が
多
い
（
３
）
。
栗
木
は
「
梔
子
」
が
咲
く
の
を
見
る
と
、
た
だ
静
か
に
子
の
無
事
を
祈
り
、「
陰
膳
」
を
供
え
る
祖
母
の
姿
を
想
像
す
る
の

で
あ
ろ
う
。　

二
首
目
で
も
、
栗
木
が
祖
母
の
大
島
紬
を
広
げ
、
祖
母
が
遠
い
日
に
心
を
絎
け
る
、
つ
ま
り
悲
し
み
を
表
に
出
さ
な
い
よ
う
に
そ
れ
を

封
じ
込
め
た
過
去
を
想
い
詠
む
。
そ
れ
が
次
の
「
子
を
幾
た
り
無
く
せ
ど
す
ぐ
に
ま
た
産
み
て
祖
母
の
歩
み
し
野
あ
ざ
み
の
生
」
へ
と
連

接
し
て
い
く
。「
野
あ
ざ
み
」
は
初
夏
に
咲
く
花
で
、
葉
に
と
げ
が
あ
り
、
身
を
守
る
。
さ
ら
に
、
花
が
咲
き
終
わ
っ
た
後
は
、
タ
ン
ポ

ポ
の
綿
毛
の
よ
う
に
白
い
種
子
と
な
り
、
遠
く
に
飛
び
子
孫
を
残
す
と
い
う
。
そ
の
野
あ
ざ
み
の
特
性
が
、
子
を
亡
く
し
て
も
次
の
子
を

二
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産
み
、
強
く
生
き
て
い
っ
た
祖
母
と
重
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ち
な
み
に
、
栗
木
が
東
日
本
大
震
災
後
に
詠
ん
だ
歌
に
、

た
ん
ぱ
ぽ
の
綿
毛
に
つ
か
ま
り
次
々
に
母
と
子
ど
も
は
西
へ
飛
び
立
つ

西
へ
去
る
母
子
を
包
む
や
乳ち

足
ら
ひ
て
ね
む
る
仔
猫
の
や
う
な
温ぬ
く

と
さ

（「
カ
レ
ン
ダ
ー
」）

が
あ
る
。
こ
れ
は
、
原
発
の
影
響
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
避
難
す
る
母
子
の
様
子
を
詠
ん
だ
も
の
だ
。「
野
あ
ざ
み
」
の
歌
と
は
作
歌
時
期

と
状
況
は
異
な
る
が
、
タ
ン
ポ
ポ
の
綿
毛
の
よ
う
な
姿
で
飛
び
、
子
孫
を
残
す
点
と
、
避
難
す
る
母
子
の
姿
が
重
な
る
歌
で
あ
ろ
う
。
異

な
る
の
は
、
戦
争
中
の
祖
母
に
は
逃
げ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
代
わ
り
に
、
祖
母
は
子
を
残
す
こ
と
で

生
き
抜
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

次
の
三
首
は
、「
社
会
詠
」
が
目
立
つ
第
五
歌
集
『
夏
の
う
し
ろ
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

亡
き
祖
母
の
時
計
は
め
れ
ば
秒
針
は
雪
野
を
あ
ゆ
む
ご
と
く
動
け
り�

（「
曲
線
」）

病
む
人
ら
み
な
素
顔
に
て
怖
か
り
き
祖
母
を
見
舞
ひ
し
サ
ナ
ト
リ
ウ
ム
に

ね
ぢ
巻
け
ば
動
く
お
も
ち
や
を
枕
辺
に
祖
母
は
置
き
を
り
置
き
て
逝
き
た
り

（「
レ
モ
ン
」）

こ
れ
ら
三
首
に
共
通
す
る
の
は
「
祖
母
」「
死
」
で
あ
ろ
う
。
一
首
目
で
は
、
亡
く
な
っ
た
祖
母
の
時
計
が
、
静
か
に
雪
野
を
歩
く
よ
う

に
秒
針
が
ゆ
っ
く
り
と
動
い
た
と
詠
む
。
さ
ら
に
、
雪
を
踏
み
し
め
な
が
ら
歩
く
時
の
「
ギ
ュ
ッ
ギ
ュ
ッ
」
と
い
う
音
と
リ
ズ
ム
が
、
祖

三
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母
の
時
計
か
ら
聴
こ
え
る
秒
針
と
似
て
い
た
こ
と
も
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。栗
木
の
中
で
祖
母
は
今
で
も
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

二
首
目
で
は
、サ
ナ
ト
リ
ウ
ム
に
い
る
祖
母
を
見
舞
っ
た
日
の
こ
と
を
詠
む
。
本
当
に
怖
い
の
は
、「
素
顔
」
を
通
し
て
人
間
の
「
生
と
死
」

を
敏
感
に
感
じ
取
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
三
首
目
で
は
祖
母
の
最
期
を
詠
む
。「
ね
ぢ
巻
け
ば
動
く
お
も
ち
や
」
と
は
、
祖
母

の
子
た
ち
（
伯
父
、
母
）
が
昔
遊
ん
だ
思
い
出
の
品
で
あ
ろ
う
か
。
戦
争
で
子
を
亡
く
し
悲
し
み
を
抱
え
な
が
ら
生
き
た
で
あ
ろ
う
一
人

の
女
性
を
、
最
期
は
子
と
一
緒
に
過
ご
し
逝
っ
た
「
母
親
」
と
し
て
、
孫
の
視
点
か
ら
詠
ん
だ
。
こ
れ
ら
の
歌
に
は
栗
木
が
、
戦
中
、
戦

後
を
生
き
た
女
性
、
母
、
祖
母
を
敬
う
姿
が
存
在
す
る
。

次
に
、
第
六
歌
集
『
け
む
り
水
晶
』（
平
成
一
八
年
、
角
川
書
店
）
で
詠
ま
れ
て
い
る
「
祖
母
」
の
歌
を
挙
げ
る
。

両
の
手
を
畳
に
つ
き
て
泣
き
ゐ
し
は
祖
母
な
り
し
か
な
昭
和
の
夏
に　

�

（「
ク
レ
マ
チ
ス
」）

本
小
題
も
「
夏
」
を
連
想
さ
せ
る
「
う
な
ぎ
」「
ク
レ
マ
チ
ス
」
の
歌
か
ら
始
ま
る
。
そ
し
て
、
五
首
目
の
「
水
の
上
に
落
ち
し
椿
は
気

付
く
べ
し
い
か
に
こ
の
世
は
重
た
き
も
の
か
」
で
雰
囲
気
は
変
わ
り
、「
両
の
手
を
」
の
歌
へ
と
続
く
。「
昭
和
の
夏
」
と
は
、
敗
戦
の
日

か
、
ま
た
は
子
を
亡
く
し
た
日
か
。
こ
の
歌
か
ら
は
「
悲
し
み
」
と
同
時
に
「
無
念
さ
」「
悔
し
さ
」
が
強
く
表
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

歌
か
ら
続
く
作
品
群
も
挙
げ
て
み
た
い
。

ゴ
ム
底
を
見
せ
て
干
さ
る
る
長
靴
に
被
爆
国
ニ
ッ
ポ
ン
の
夏
の
日
は
照
る

八
月
の
海
の
底
に
は
ス
タ
ジ
ア
ム
あ
り
ぬ
旗
振
る
兵
士
に
満
ち
て

す
る
す
る
と
蛇
寄
り
ゆ
け
り
夏
の
日
の
ひ
と
き
は
う
つ
く
し
き
墓
標
へ
と

蟻
よ
り
も
大
き
な
雨
粒
地
を
打
ち
て
蟻
の
宇
宙
は
満
ち
あ
ふ
れ
た
り

あ
ぢ
さ
ゐ
が
土
に
な
だ
れ
て
咲
く
と
こ
ろ
泣
き
じ
や
く
る
と
ふ
言
葉
お
も
ほ
ゆ

四
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五

山
越
え
て
流
る
る
雲
よ
祈き

雨う

と
止し

雨う

つ
か
さ
ど
り
た
る
神
あ
り
き
む
か
し

�

（「
ク
レ
マ
チ
ス
」）

こ
れ
ら
作
品
群
に
共
通
す
る
の
は
「
戦
争
」「
夏
」、「
雨
」、「
水
」「
泣
く
」
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
「
両
の
手
を
畳

に
つ
き
て
泣
き
ゐ
し
は
祖
母
な
り
し
か
な
昭
和
の
夏
に
」
か
ら
続
く
。「
山
越
え
て
」
の
歌
で
は
、「
雨
」
が
出
て
く
る
が
、
そ
れ
は
祖
母

が
流
し
た
「
涙
」
と
重
な
る
も
の
が
あ
ろ
う
。

最
後
に
、
第
一
〇
歌
集
『
ラ
ン
プ
の
精
』（
平
成
三
〇
年
、
現
代
短
歌
社
）
を
挙
げ
る
。

戦
死
せ
し
子
に
陰
膳
を
今
も
な
ほ
供
へ
ゐ
る
べ
し
あ
の
世
の
祖
母
は�

（「
兵
役
免
除
」）

こ
の
歌
に
も
「
陰
膳
」
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
す
で
に
亡
く
な
っ
た
祖
母
が
、
今
で
も
「
陰
膳
」
を
供
え
続
け
て
い
る
と
栗
木
は

詠
む
の
で
あ
る
。
で
は
、「
戦
死
せ
し
子
」
と
は
誰
か
。
そ
れ
は
祖
母
の
子
（
伯
父
）
だ
け
で
は
な
く
、
今
の
世
界
で
戦
死
し
た
子
供
に

と
い
う
意
味
な
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
現
代
で
も
、
世
界
中
で
戦
争
は
起
き
、
祖
母
の
子
の
よ
う
に
日
々
子
供
は
亡
く
な
り
、
祖
母

の
よ
う
に
悲
し
み
を
抱
え
る
「
母
の
姿
」
は
絶
え
な
い
。
こ
の
こ
と
を
栗
木
は
表
現
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
栗
木
の
中
で
は
、
今
現

在
も
絶
え
る
こ
と
な
く
継
続
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

以
上
が
「
祖
母
」
の
歌
で
あ
る
。
次
に
栗
木
の
「
父
」「
母
」
の
歌
に
つ
い
て
分
析
と
考
察
を
進
め
る
。
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三
、「
戦
争
詠
」
と
父
母

ま
ず
、「
父
」
の
歌
三
首
を
挙
げ
る
。
三
首
と
も
に
第
一
〇
歌
集
『
ラ
ン
プ
の
精
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

復
員
せ
し
父
も
聴
き
け
む
身
の
芯
を
ゆ
さ
ぶ
る
ハ
リ
ー
・
ジ
ェ
イ
ム
ス
の
音�

（「
団
栗
」）

「
戦
友
」
と
父
が
言
ふ
と
き
縮
緬
皺
な
し
て
寄
り
に
し
昭
和
の
時
間

戦
友
に
金
貸
す
父
を
嘆
き
を
り
母
は
ぎ
し
ぎ
し
貝
洗
ひ
つ
つ

（「
兵
役
免
除
」）

以
上
の
三
首
に
詠
ま
れ
て
い
る
「
復
員
」「
戦
友
」
か
ら
、
栗
木
の
「
父
」
も
出
征
し
て
い
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。「
復
員
せ
し
」
の
歌

で
は
、
復
員
し
た
父
が
当
時
人
気
だ
っ
た
ハ
リ
ー
・
ジ
ェ
ー
ム
ス
の
ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト
を
現
在
の
栗
木
も
聴
き
、
父
を
想
い
出
す
姿
が
詠
ま

れ
て
い
る
。
戦
地
か
ら
帰
っ
て
き
た
「
父
」
は
ど
の
よ
う
な
思
い
で
聴
い
て
い
た
の
か
、
娘
の
視
点
か
ら
詠
ま
れ
て
い
る
歌
で
あ
る
。

次
の
「
戦
友
」
の
歌
で
は
、「
父
」
が
「
戦
友
」
と
言
う
時
の
懐
古
す
る
表
情
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、「
戦
友
に
金
貸
す
父
を
」

か
ら
は
、
娘
で
あ
る
栗
木
か
ら
見
た
「
父
」
の
性
格
と
「
母
」
の
姿
が
対
照
的
に
詠
ま
れ
て
い
る
の
が
興
味
深
い
。
栗
木
の
父
は
、
戦
前

は
共
同
通
信
社
に
勤
務
し
て
い
た
。
結
核
を
患
っ
て
い
た
同
郷
の
幼
馴
染
と
結
婚
す
る
が
、
そ
の
後
妻
は
亡
く
な
り
、
妻
の
死
後
も
妻
の

両
親
を
養
っ
て
い
た
そ
う
だ
。
三
十
代
後
半
で
栗
木
の
母
と
出
会
い
、
再
婚
し
た
が
、
最
初
の
妻
の
両
親
の
こ
と
は
二
人
が
亡
く
な
る
ま

で
養
っ
て
い
た
と
い
う
（
栗
木
が
生
ま
れ
て
間
も
な
く
二
人
は
亡
く
な
っ
た
）。
そ
ん
な
父
を
栗
木
は
堀
辰
雄
の
『
風
立
ち
ぬ
』
の
よ
う

だ
と
か
ら
か
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
言
う
。
だ
が
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
栗
木
は
父
の
こ
と
を
「
殊
勝
な
人
」
だ
と
表
現
し
て
い
る
（
４
）

。
こ
の
よ

う
な
話
か
ら
、
栗
木
の
「
父
」
は
愛
情
深
く
、
ま
た
人
の
頼
み
を
断
れ
な
い
性
格
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。「
戦
友
」
が
困
っ
て
い

六
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る
の
な
ら
、
金
を
貸
す
の
は
当
然
の
こ
と
だ
っ
た
の
だ
。
し
か
し
、
そ
れ
を
「
母
」
は
嘆
き
、
八
つ
当
た
り
を
す
る
よ
う
に
激
し
く
貝
を

洗
う
光
景
を
娘
は
見
て
お
り
、
歌
に
詠
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
貝
洗
か
ら
出
る
音
の
喩
は
、
母
の
思
い
を
見
事
に
詠
じ
て
い
る
と
い
え
る
。

ま
た
、
こ
の
歌
の
次
は
、「
娘
」
の
視
点
で
詠
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
次
の
一
首
で
あ
る
。

ケ
ー
キ
持
ち
て
金
を
返
し
に
来
し
人
の
毛
羽
立
つ
背
広
を
わ
れ
は
怖
れ
き�

（「
兵
役
免
除
」）

こ
の
歌
に
は
、
父
の
「
戦
友
」
の
苦
境
を
「
毛
羽
立
つ
背
広
」
で
、
ま
た
そ
れ
を
見
る
娘
の
心
情
が
明
確
に
表
現
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る

で
あ
ろ
う
。

次
に
「
母
」
の
歌
を
挙
げ
る
。
ま
ず
、
一
首
目
は
、
第
五
歌
集
『
夏
の
う
し
ろ
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

戦
争
の
来
る
ま
へ
少
女
期
の
母
が
「
花
物
語
」
に
読
み
し
月
見
草�

（「
北
限
」）

こ
の
歌
で
は
戦
争
が
来
る
前
、
後
に
戦
死
す
る
兄
が
ま
だ
生
き
て
い
た
頃
の
「
母
」
の
様
子
を
詠
ん
で
い
る
。『
花
物
語
』
は
吉
屋
信
子

の
代
表
的
な
少
女
小
説
で
あ
り
、
栗
木
の
「
母
」
も
読
ん
で
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
ま
だ
平
和
で
、「
母
」
も
少
女
だ
っ

た
時
の
こ
と
で
あ
る
。
本
歌
集
に
続
く
第
六
歌
集
『
け
む
り
水
晶
』
に
次
の
歌
が
あ
る
。

春
一
番
吹
き
く
る
苑
に
母
は
言
ふ
大
空
襲
の
夜
の
風
向
き
を�

（「
方
違
へ
」）

現
在
は
「
春
一
番
」
が
吹
く
と
ニ
ュ
ー
ス
に
な
る
ほ
ど
、「
春
」
の
到
来
を
予
感
さ
せ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
母
は
戦
時
中

に
体
験
し
た
大
空
襲
の
夜
の
「
風
」
を
連
想
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
空
襲
に
よ
る
大
火
が
風
向
き
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
か
ら

七
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で
あ
ろ
う
。

次
に
第
八
歌
集
『
水
仙
の
章
』（
平
成
二
五
年
、
砂
子
屋
書
房
）
の
一
首
を
挙
げ
る
。

戦
国
の
を
み
な
の
ご
と
し
品
川
の
桜
を
見
つ
つ
母
と
写
経
す�

（「
わ
れ
も
一
束
」）

こ
の
歌
は
、
平
成
二
三
年
（
二
〇
一
一
）
の
「
東
日
本
大
震
災
」
発
生
後
に
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
品
川
の
高
齢
者
施
設
に
入
所
し

て
い
る
母
と
栗
木
は
、
三
月
の
桜
を
見
な
が
ら
震
災
の
犠
牲
者
を
弔
う
た
め
写
経
を
す
る
の
で
あ
る
。
震
災
は
戦
争
で
は
な
い
が
、
危
機

的
な
状
況
で
あ
る
こ
と
は
同
じ
で
あ
る
。
戦
国
時
代
の
女
性
た
ち
の
よ
う
に
、
被
災
地
か
ら
遠
く
離
れ
て
い
る
自
身
と
母
は
た
だ
犠
牲
者

た
ち
、
被
災
者
の
こ
と
を
祈
り
な
が
ら
写
経
す
る
。
時
代
も
状
況
も
異
な
る
が
、
今
自
身
に
で
き
る
こ
と
を
静
か
に
す
る
母
と
娘
の
姿
が

重
な
る
歌
で
あ
る
。

最
後
に
、
第
一
〇
歌
集
『
ラ
ン
プ
の
精
』
か
ら
も
挙
げ
た
い
。

カ
ナ
カ
ナ
の
な
く
ゆ
ふ
ぐ
れ
に
老
い
母
は
「
靖
国
に
兄
が
ゐ
る
か
ら
」
と
言
ふ�

（「
鯨
と
ピ
ノ
キ
オ
」）

「
カ
ナ
カ
ナ
の
」
で
は
、年
老
い
た
母
が
戦
死
し
、靖
国
神
社
に
眠
る
兄
（
栗
木
の
伯
父
）
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。「
カ
ナ
カ
ナ
」
は
「
蜩
」

の
こ
と
で
あ
り
、「
夏
」
の
生
き
物
で
あ
り
、
ま
た
短
い
命
し
か
生
き
ら
れ
な
い
。「
カ
ナ
カ
ナ
」
と
二
二
歳
で
戦
死
し
た
「
兄
」
の
短
い

一
生
を
重
ね
、
無
念
に
思
う
妹
の
視
点
が
表
現
さ
れ
た
一
首
で
あ
る
。「
ゆ
ふ
ぐ
れ
」
が
敗
戦
を
表
現
し
て
い
る
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

八
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四
、「
戦
争
詠
」
と
伯
父

次
に
伯
父
の
歌
を
挙
げ
る
。
な
お
、
伯
父
の
歌
に
は
、
戦
死
し
た
伯
父
を
連
想
さ
せ
る
「
復
員
兵
」「
兵
士
」
も
含
め
る
こ
と
と
し
た
。

ま
ず
、
第
五
歌
集
『
夏
の
う
し
ろ
』
か
ら
二
首
を
次
に
挙
げ
た
い
。

夏
帽
子
振
る
こ
ど
も
ら
よ
遺
影
な
る
伯
父
と
こ
と
は
に
戦
闘
帽
か
ぶ
る

竜
胆
の
咲
く
朝
の
こ
の
道
を
歩
み
つ
づ
け
る
復
員
兵
あ
り

（「
北
限
」）

両
詠
と
も
に
、
二
二
歳
で
戦
死
し
た
伯
父
（
母
の
兄
）
に
つ
い
て
詠
ん
で
い
る
。
特
に
二
首
目
は
、
本
歌
集
名
と
深
く
関
わ
る
詠
歌
で
あ

る
と
言
え
よ
う
。
そ
の
点
に
つ
い
て
、
栗
木
は
次
の
よ
う
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
述
べ
て
い
る
。

栗
木　
　

恐
ら
く
亡
く
な
っ
た
伯
父
の
中
で
は
、
祖
国
っ
て
い
う
の
は
美
し
い
竜
胆
の
花
の
咲
く
ふ
る
さ
と
だ
っ
た
と
思
う
ん
で
す

よ
ね
。
そ
こ
を
ず
っ
と
還
り
続
け
て
る
と
思
う
ん
で
す
。
辿
り
着
け
な
い
け
れ
ど
も
。
伊
藤
一
彦
さ
ん
が
読
売
新
聞
の
時

評
で
取
り
上
げ
て
下
さ
っ
て
。「
こ
の
歌
は
現
在
形
で
詠
ん
で
い
る
と
こ
ろ
に
力
が
あ
る
。
迫
力
が
あ
る
。
今
も
還
り
着

け
な
く
て
、
ず
ー
っ
と
歩
き
続
け
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
作
者
の
歴
史
観
が
表
れ
て
い
る
」
と
読
ん
で
下
さ
っ
て
、
す

ご
く
嬉
し
か
っ
た
ん
で
す
。
浄
化
し
切
れ
な
い
悔
し
さ
と
か
無
念
さ
と
い
う
も
の
は
、
情
景
が
美
し
け
れ
ば
美
し
い
ほ
ど

際
立
つ
、
と
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
を
何
と
か
表
し
た
か
っ
た
な
あ
と
本
人
は
思
っ
て
る
ん
で
す
が

（
５
）

。

傍
線
部
の
通
り
、
栗
木
は
「
伯
父
」
が
美
し
い
「
祖
国
」
に
辿
り
着
け
な
い
悔
し
さ
、
無
念
さ
を
表
現
す
る
た
め
美
し
い
情
景
を
詠
ん
だ
。

九
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こ
の
「
復
員
兵
」
の
次
の
歌
、

大
鳥
居
を
月
は
あ
ま
ね
く
照
ら
し
を
り
記
憶
を
殺
す
痛
み
や
い
か
に�

（「
北
限
」）

の
「
大
鳥
居
」
は
、
歌
人
で
国
文
学
研
究
者
で
も
あ
る
佐
田
公
子
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
（
６
）
、
戦
没
者
が
眠
る
靖
国
神
社
を
表
現
し
て
お
り
、

先
に
挙
げ
た
「
カ
ナ
カ
ナ
の
」
へ
と
連
接
し
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
。
擬
人
化
さ
れ
た
「
大
鳥
居
」
の
痛
み
は
、
栗
木
と
「
靖
国
神
社
」
と

い
う
視
点
も
誘
発
す
る
が
、
今
は
触
れ
な
い
こ
と
に
す
る
。

こ
の
よ
う
に
「
復
員
兵
」
は
伯
父
を
象
徴
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
重
要
な
一
首
が
あ
る
の
で
、
次
に
挙
げ
た
い
。

シ
ョ
ー
ケ
ー
ス
に
白
き
布
か
け
灯
を
消
せ
ば
繃
帯
の
兵
士
ね
む
れ
る
ご
と
し�

（「
前
に
出
ず
」）

こ
れ
は
栗
木
自
身
が
、
子
供
の
時
、
駅
や
神
社
な
ど
で
傷
痍
軍
人
の
人
た
ち
が
金
銭
を
乞
う
姿
を
見
て
怖
か
っ
た
と
い
う
体
験
の
も
と
に

詠
ま
れ
て
い
る
。
特
に
、「
白
い
繃
帯
」「
白
い
病
衣
」「
白
い
義
肢
義
足
」
が
怖
か
っ
た
と
言
う
。
そ
し
て
、
兵
士
た
ち
の
無
念
は
今
で

も
、
例
え
ば
デ
パ
ー
ト
に
も
、
息
づ
い
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
（
７
）
。
そ
の
兵
士
た
ち
は
、
戦
死
し
た
伯
父
で
も
あ
る
の
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う

に
、
栗
木
も
追
体
験
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
歌
に
詠
む
「
白
」
と
い
う
色
彩
表
現
も
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

次
に
本
歌
集
の
一
首
を
挙
げ
る
。

死
の
そ
の
と
き
眼
鏡
を
か
け
て
ゐ
た
ら
う
か
戦
い
く
さ
に
果
て
し
伯
父
を
想
へ
ば�

（「
曲
線
」）

　こ
の
歌
は
連
作
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
次
に
挙
げ
て
み
た
い
。

一
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汗
ま
み
れ
の
夕
日
が
森
に
沈
む
夏　

負
け
戦
い
く
さ

負
け
つ
づ
け
て
死
者
た
ち

　
　
　

灯
を
と
も
し
潤
子
の
や
う
な
小
さ
な
ラ
ン
プ　

富
澤
赤
黄
男

外と

に
出
れ
ば
す
で
に
夕
暮
れ
戦
場
の
赤
黄
男
に
小
さ
き
潤
子
の
あ
り
き

死
の
そ
の
と
き
眼
鏡
を
か
け
て
ゐ
た
ら
う
か
戦
い
く
さ

に
果
て
し
伯
父
を
想
へ
ば

兵
送
る
た
め
旗
あ
り
き
い
の
ち
よ
り
高
き
と
こ
ろ
に
掲
揚
さ
れ
て

断
崖
に
咲
く
夏
椿
散
る
と
き
は
両
手
を
挙
げ
て
水
に
散
る
ら
む

亡
き
祖
母
の
時
計
は
め
れ
ば
秒
針
は
雪
野
を
あ
ゆ
む
ご
と
く
動
け
り

（「
曲
線
」）

こ
の
連
作
に
共
通
す
る
の
は
「
戦
争
」
で
あ
る
。
一
首
目
の
「
汗
ま
み
れ
」
の
歌
で
は
、「
夕
日
が
森
に
沈
む
」
が
「
敗
戦
」
を
、
結
句

の
「
死
者
た
ち
」
が
栗
木
の
伯
父
の
よ
う
な
「
兵
士
た
ち
」
を
表
現
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
栗
木
の
伯
父
は
南
方
で
戦
死
し
た
の
で
、「
森
」

は
南
方
の
ジ
ャ
ン
グ
ル
を
も
表
現
し
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
か
。「
負
け
戦
」
で
あ
っ
て
も
戦
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
兵
士
た
ち
、

死
者
た
ち
の
無
念
さ
が
表
出
し
た
一
首
で
あ
ろ
う
。
二
首
目
は
、
富
澤
赤
黄
男
の
戦
争
句
を
詞
書
に
引
用
し
て
い
る
。
こ
の
歌
に
つ
い
て

は
、拙
論
「
栗
木
京
子
短
歌
に
お
け
る
「
引
用
」
の
意
図
と
展
開
―
「
俳
句
」
の
引
用
を
中
心
と
し
て
―
」（『
解
釈
』
第
六
五
巻
七
・
八
号
、

令
和
元
年
八
月
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
そ
し
て
、三
首
目
の
「
死
の
そ
の
と
き
眼
鏡
を
か
け
て
ゐ
た
ら
う
か
戦
い
く
さ

に
果
て
し
伯
父
を
想
へ
ば
」

で
は
、
戦
死
し
た
伯
父
の
最
期
を
、
伯
父
が
い
つ
も
か
け
て
い
た
「
眼
鏡
」
を
歌
材
に
詠
ん
だ
。
最
期
の
時
、
伯
父
は
「
眼
鏡
」
を
通
し

て
何
を
見
た
の
だ
ろ
う
か
、
と
問
い
か
け
る
栗
木
の
思
い
が
表
現
さ
れ
て
い
る
歌
で
あ
る
。
ま
た
、「
戦
争
」
と
「
眼
鏡
」
と
い
う
意
外

な
組
み
合
わ
せ
が
、
生
々
し
さ
を
誘
発
し
、「
死
」
を
際
立
た
せ
身
近
な
も
の
と
し
て
い
る
。
次
の
二
首
で
も
「
兵
士
」
と
「
死
」
に
つ

い
て
詠
ま
れ
て
お
り
、
最
後
に
子
を
待
ち
続
け
た
祖
母
の
歌
へ
と
還
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
連
作
か
ら
も
、「
戦
争
」「
夏
」「
伯
父
」

一
一
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「
祖
母
」
の
強
い
関
連
性
が
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

次
に
第
五
歌
集
『
夏
の
う
し
ろ
』
か
ら
一
首
、
第
七
歌
集
『
し
ら
ま
ゆ
み
』（
平
成
二
二
年
、
本
阿
弥
書
店
）
の
二
首
を
取
り
上
げ
る
。

い
ず
れ
も
「
伯
父
」
を
連
想
さ
せ
る
作
品
と
な
っ
て
い
る
。

月
の
夜
の
ジ
ャ
ン
グ
ル
ジ
ム
よ
南
島
に
果
て
し
兵
士
の
て
の
ひ
ら
が
見
ゆ�

（「
レ
モ
ン
」）

南
島
に
果
て
に
し
兵
も
見
て
を
ら
む
黒
髪
の
国
を
照
ら
す
月
光

軍
服
の
内
な
る
下
着
い
か
ば
か
り
汗
ば
み
ゐ
し
か
死
に
し
兵
士
の

�

（「
パ
ン
の
耳
」）

こ
れ
ら
三
首
に
共
通
す
る
の
は
「
夏
」「
月
」「
兵
士
」「
南
島
」、
そ
し
て
「
戦
争
」
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
小
題
「
レ
モ
ン
」
に
は
先
に
も

述
べ
た
通
り
、「
祖
母
」
の
歌
が
二
首
収
め
ら
れ
て
い
る
。
先
に
挙
げ
た
第
七
歌
集
『
し
ら
ま
ゆ
み
』
の
小
題
「
パ
ン
の
耳
」
も
連
作
と
な
っ

て
い
る
の
で
、
繰
り
返
し
と
な
る
が
次
に
挙
げ
た
い
。

病
院
船
に
う
め
く
人
ら
を
照
ら
し
た
る
月
に
て
あ
り
や
外と

に
出い

で
て
見
る

南
島
に
果
て
に
し
兵
も
見
て
を
ら
む
黒
髪
の
国
を
照
ら
す
月
光

軍
服
の
内
な
る
下
着
い
か
ば
か
り
汗
ば
み
ゐ
し
か
死
に
し
兵
士
の

�

（「
パ
ン
の
耳
」）

こ
れ
ら
三
首
に
は
「
月
」
が
共
通
し
て
い
る
。
そ
こ
で
着
目
し
た
い
の
が
、先
に
述
べ
た
第
五
歌
集
『
夏
の
う
し
ろ
』
の
歌
「
大
鳥
居
を
」

一
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で
あ
る
。
戦
死
し
た
伯
父
が
眠
る
靖
国
神
社
を
象
徴
と
す
る
大
鳥
居
を「
月
」が
照
ら
し
て
い
る
と
詠
ん
で
い
る
が
、先
の
三
首
に
も「
月
」

が
詠
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
点
か
ら
も
作
者
に
は「
戦
争
」と「
月
」を
結
び
つ
け
る
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。「
戦
争
」「
靖
国
神
社
」「
月
」

は
、栗
木
の
戦
争
詠
を
掘
り
下
げ
る
時
、重
要
な
文
言
と
な
ろ
う
。
さ
ら
に
、こ
の
連
作
で
は
「
夏
」
だ
が
、次
の
二
首
で
は
季
節
は
「
冬
」

と
な
る
歌
が
あ
る
。
そ
れ
が
、

冬
は
来
ぬ
食
券
売
り
場
に
赤
や
黄
の
押
ボ
タ
ン
あ
り
輝
き
な
が
ら

吹
き
終
へ
て
子
ら
が
腕
よ
り
垂
ら
し
も
つ
リ
コ
ー
ダ
ー
に
は
小
さ
き
穴
あ
り

�

（「
パ
ン
の
耳
」）

で
あ
る
。
先
の「
戦
争
詠
」と
は
印
象
が
変
わ
る
が
、着
目
し
た
い
の
は「
赤
や
黄
」「
小
さ
き
穴
あ
り
」で
あ
る
。
第
五
歌
集『
夏
の
う
し
ろ
』

の
小
題
「
曲
線
」
の
「
戦
争
詠
」
連
作
に
、
俳
人
富
澤
赤
黄
男
の
戦
争
句
を
引
用
し
た
作
品
が
あ
っ
た
。
そ
れ
が
次
で
あ
る
。

　
　
　

灯
を
と
も
し
潤
子
の
や
う
な
小
さ
な
ラ
ン
プ　

富
澤
赤
黄
男

外と

に
出
れ
ば
す
で
に
夕
暮
れ
戦
場
の
赤
黄
男
に
小
さ
き
潤
子
の
あ
り
き　

�

（「
曲
線
」）

ま
た
、
第
五
歌
集
『
夏
の
う
し
ろ
』
に
は
、
二
〇
〇
一
年
ア
メ
リ
カ
同
時
多
発
テ
ロ
関
連
の
作
品
群
が
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
に

次
の
歌
が
あ
る
。

れ
ん
こ
ん
の
穴
は
十と
を

と
数
へ
了を

へ
食
め
ば
殺
戮
あ
る
世
は
い
づ
こ�

（「
の
り
し
ろ
」）

一
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こ
の
歌
は
、
主
婦
で
料
理
好
き
な
栗
木
が
、
料
理
や
食
べ
物
等
を
歌
材
と
し
た
作
品
の
一
つ
で
あ
り
、「
戦
争
詠
」
と
結
び
付
け
て
詠
む

の
が
特
徴
で
あ
る
。
つ
ま
り
、こ
の
歌
で
は
「
れ
ん
こ
ん
の
穴
」
か
ら
人
を
殺
す
「
銃
口
」「
弾
痕
」
へ
と
連
想
が
及
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

「
吹
き
終
へ
て
子
ら
が
腕
よ
り
垂
ら
し
も
つ
リ
コ
ー
ダ
ー
に
は
小
さ
き
穴
あ
り
」
が
連
作
と
考
察
す
る
な
ら
、「
穴
」
は
、「
れ
ん
こ
ん
の
穴
」

と
同
様
に
「
戦
争
」
に
結
び
つ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。「
戦
争
」
を
揺
曳
す
る
作
者
の
精
神
構
造
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。

最
後
に
第
一
〇
歌
集
『
ラ
ン
プ
の
精
』
の
作
品
を
挙
げ
た
い
。

特
攻
機
の
そ
の
名
、
敷
島
、
大
和
、
朝
日　

花
見
を
し
つ
つ
伯
父
つ
ぶ
や
け
り�

（「
数
字
の
磁
力
」）

こ
の
歌
に
出
て
く
る
「
伯
父
」
は
戦
死
し
た
伯
父
と
は
違
う
よ
う
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、伯
父
が
戦
死
し
た
の
は
栗
木
が
生
ま
れ
る
前
で
、

先
に
挙
げ
た
第
四
歌
集
『
万
葉
の
月
』
で
詠
ま
れ
た
祖
母
の
歌
、

子
を
幾
た
り
無
く
せ
ど
す
ぐ
に
ま
た
産
み
て
祖
母
の
歩
み
し
野
あ
ざ
み
の
生�

（「
官
能
と
も
る
」）

か
ら
子
供
は
数
人
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
歌
で
着
目
し
た
い
の
は
、
特
攻
機
の
名
前
が
本
居
宣
長
の
「
敷
島
の
大
和
心
を
人
問
は
ば
朝

日
に
に
ほ
ふ
山
桜
花
」
に
由
来
す
る
と
い
う
点
、
栗
木
の
歌
に
「
引
用
」
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
ろ
う
。「
伯
父
」
が
花
見
を
し
な
が
ら
特

攻
機
の
名
前
を
思
い
出
し
、
つ
ぶ
や
く
姿
に
、
栗
木
は
戦
争
が
人
々
に
与
え
た
影
響
の
大
き
さ
、
根
深
さ
を
認
め
た
の
で
は
な
い
か
。

次
に
二
首
を
挙
げ
る
。

仏
壇
の
横
に
ピ
ッ
ケ
ル
立
て
あ
り
き
戦
死
せ
し
伯
父
は
登
山
好
き
に
て

一
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痩
せ
尾
根
に
駒
草
の
咲
く
立
山
を
想
ひ
た
り
け
む
死
に
ゆ
く
伯
父
は

�

（「
鯨
と
ピ
ノ
キ
オ
」）

こ
れ
ら
の
連
作
か
ら
、
戦
死
し
た
伯
父
は
「
登
山
好
き
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
、
生
き
て
い
れ
ば
伯
父
も
登
山
を
楽
し
め
た
で
あ
ろ
う

と
い
う
無
念
さ
も
認
め
ら
れ
よ
う
。
や
は
り
、
こ
こ
に
も
、「
家
族
」「
戦
争
」「
夏
」
と
い
う
要
語
が
認
め
ら
れ
、
栗
木
の
精
神
基
底
を

形
成
し
て
い
る
。
以
上
が
、「
伯
父
」
を
詠
ん
だ
作
品
で
あ
る
。

五
、「
戦
争
詠
」
と
祖
父
、
叔
父

次
に
祖
父
、
叔
父
の
歌
三
首
を
挙
げ
る
。
ま
ず
、
第
五
歌
集
『
夏
の
う
し
ろ
』
の
二
首
で
あ
る
。

　
　
　

11
月
13
日
北
部
同
盟
の
進
攻
に
よ
り
カ
ブ
ー
ル
陥
落

祖
父
に
似
る
、
叔
父
に
似
る
人
ら
湧
き
立
て
り
カ
ブ
ー
ル
陥
落
の
土
ぼ
こ
り
の
な
か

少
年
兵
百
人
処
刑
さ
れ
し
と
い
ふ　

祖
父
に
似
る
、
叔
父
に
似
る
人
も
ゐ
た
ら
む

�

（「
虹
の
七
色
」）

こ
の
二
首
は
、
詞
書
に
あ
る
よ
う
に
平
成
一
三
年
（
二
〇
〇
一
）
一
一
月
一
三
日
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
首
都
カ
ブ
ー
ル
が
陥
落
し
、
タ
リ

バ
ン
政
権
の
事
実
上
の
崩
壊
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
本
歌
集
は
「
社
会
詠
」、
特
に
戦
争
、
テ
ロ
、
紛
争
の
歌
が
目
立
っ
た
歌
集
と
な
っ

て
い
る
。
栗
木
は
報
道
で
、
タ
リ
バ
ン
政
権
崩
壊
に
沸
く
人
々
、
そ
し
て
処
刑
さ
れ
た
少
年
兵
と
い
う
対
比
す
る
両
者
を
見
て
、
出
征
し

一
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た
祖
父
、
叔
父
の
姿
と
重
ね
た
の
で
あ
ろ
う
。
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
と
日
本
、
過
去
と
現
在
の
戦
争
と
い
う
異
な
る
状
況
だ
が
、
そ
こ
に
い

る
の
は
人
で
あ
り
、
そ
れ
は
栗
木
の
祖
父
、
叔
父
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
遠
い
異
国
の
出
来
事
を
自
身
に
引
き
付
け
て
詠
む
手
法
は

栗
木
の
特
質
で
あ
り
、
こ
の
二
首
に
は
そ
れ
が
み
ご
と
に
詠
出
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

最
後
は
第
八
歌
集
『
水
仙
の
章
』
の
歌
で
あ
る
。

軍
隊
に
て
覚
え
し
気
象
学
の
こ
と
叔
父
は
語
り
き
震
災
の
の
ち　
（「
ガ
リ
レ
オ
温
度
計
」）

歌
に
詠
ま
れ
る
「
震
災
」
と
は
、
本
歌
集
主
題
で
も
あ
る
「
東
日
本
大
震
災
」
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
歌
か
ら
、
出
征
し
、
軍
隊
で
覚
え

た
気
象
学
を
「
震
災
」
後
に
姪
に
語
る
叔
父
の
姿
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
歌
は
「
戦
争
」
と
「
震
災
」
が
結
び
つ
い
た
作
品
だ
と
言
え
よ
う
。

や
は
り
、「
家
族
」「
戦
争
」
の
連
鎖
は
こ
こ
で
も
認
め
ら
れ
る
。
以
上
が
祖
父
、
叔
父
の
歌
で
あ
る
。

六
、「
戦
争
詠
」
と
子
、
家
族

次
に
戦
争
の
実
体
験
が
な
い
家
族
（
夫
、子
）
を
詠
ん
だ
作
品
を
挙
げ
る
。
ま
ず
、第
三
歌
集
『
綺
羅
』（
平
成
六
年
、河
出
書
房
新
社
）

の
一
首
で
あ
る
。

セ
ル
ビ
ア
が
ボ
ス
ニ
ア
に
せ
し
残
虐
を
つ
ぶ
さ
に
読
め
り
子
を
叱
り
し
夜�

（「
水
銀
電
池
」）

こ
の
歌
に
詠
ま
れ
て
い
る
「
セ
ル
ビ
ア
」
と
「
ボ
ス
ニ
ア
」
と
は
、「
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ヴ
ィ
ナ
紛
争
」（
一
九
九
二
年
～
一
九
九
五
年
）

一
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一
七

を
指
す
。
当
時
、
小
学
生
の
子
育
て
中
で
あ
っ
た
栗
木
は
、
子
を
叱
っ
た
夜
、「
民
族
浄
化
」
と
呼
ば
れ
る
残
酷
な
行
為
に
つ
い
て
の
記

事
を
読
み
、
自
身
を
顧
み
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
同
国
の
民
だ
っ
た
セ
ル
ビ
ア
と
ボ
ス
ニ
ア
の
敵
対
、
上
下
関
係
を
知
り
、
栗
木
は
そ
れ
を

「
家
庭
」
に
置
き
換
え
、
恐
怖
を
感
じ
た
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
本
小
題
の
季
節
に
着
目
す
る
と
、「
夏
」
の
歌
の
存
在
に
気
付
く
。
そ

こ
で
本
小
題
に
収
め
ら
れ
た
作
品
を
次
に
挙
げ
た
い
。

ま
づ
顎
よ
り
死
後
硬
直
は
始
ま
る
と
光
さ
か
ん
な
る
楡に
れ

の
木
仰
ぐ

喜
び
に
振
る
尾
も
た
ね
ば
く
る
く
る
と
パ
ラ
ソ
ル
回
し
坂
の
ぼ
り
ゆ
く

爪
生お

ふ
る
指
こ
そ
奇あ
や

し
と
気
付
き
た
り
川
泳
ぎ
よ
り
帰
る
道
に
て

白
き
傘
ほ
そ
く
巻
き
締
め
た
た
む
と
き
少
年
た
り
し
わ
が
前
世
恋
ふ

血
の
ま
じ
り
ゐ
る
や
う
な
空
な
か
な
か
に
暮
れ
ず
涼
し
き
ま
ま
夏
は
過
ぐ

闇
空
に
鋲
打
つ
ご
と
き
遠
花
火
川
辺
の
ま
つ
り
さ
び
し
か
り
け
り

夏
終
は
る
机
上
に
水
銀
電
池
あ
り
海
溝
の
冷
え
を
ぞ
く
り
と
秘
め
て

セ
ル
ビ
ア
が
ボ
ス
ニ
ア
に
せ
し
残
虐
を
つ
ぶ
さ
に
読
め
り
子
を
叱
り
し
夜

月
光
に
し
と
ど
に
濡
る
る
森
の
奥
夜
ご
と
木
と
な
り
ね
む
る
蛇
を
り

風
荒す
さ

ぶ
地
上
は
揺
る
る
鞦し
う

韆せ
ん

な
り
心
の
海
が
見
え
る
ま
で
漕
ぐ

�

（「
水
銀
電
池
」）

傍
線
に
あ
る
よ
う
に
、「
夏
」
を
連
想
さ
せ
る
言
葉
が
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
、
言
葉
に
着
目
す
る
と
、
決
し

て
明
る
く
爽
快
な
夏
で
は
な
い
こ
と
に
気
付
く
。
例
え
ば
、
一
首
目
「
ま
づ
顎
よ
り
」
で
は
、
夏
の
光
を
多
く
浴
び
た
楡
の
木
を
仰
ぎ
、

作
者
は
「
死
後
硬
直
」
を
連
想
し
、「
死
」
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
や
は
り
「
死
」
が
身
近
な
医
師
の
妻
で
あ
る
こ
と
も
影
響
し
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て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
他
に
も
「
パ
ラ
ソ
ル
」、「
川
泳
ぎ
」「
花
火
」
等
、
や
は
り
夏
を
連
想
さ
せ
る
歌
は
あ
る
が
、
掲
出
歌
「
血
の

ま
じ
り
ゐ
る
や
う
な
空
」
で
は
、夏
の
夕
空
を
「
血
」
と
表
現
し
て
い
る
。
次
の
「
闇
空
に
」
で
も
、「
川
辺
の
ま
つ
り
さ
び
し
か
り
け
り
」

と
表
現
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
掲
出
歌
「
セ
ル
ビ
ア
が
」
と
「
戦
争
」
を
詠
む
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
作
品
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
、
や

は
り
「
夏
」
は
栗
木
に
と
っ
て
「
死
」
や
「
戦
争
」
を
連
想
さ
せ
る
季
節
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。

次
に
第
四
歌
集
『
万
葉
の
月
』
の
二
首
を
挙
げ
る
。

　
　
　

犯
人
の
少
年
は
ヒ
ト
ラ
ー
に
心
酔
し
て
ゐ
た
。

『
わ
が
闘
争
』
吾
子
も
読
み
を
り
花
柄
の
ブ
ッ
ク
カ
バ
ー
に
く
る
み
机
上
に

お
び
た
だ
し
き
美は

し
き
ヒ
ト
ラ
ー
・
ユ
ー
ゲ
ン
ト
駅
を
出い

で
進
学
塾
へ
と
向
か
ふ

�

（「
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
の
枕
詞
」）

本
小
題
に
あ
る
「
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
」
と
は
、「
神
戸
連
続
児
童
殺
傷
事
件
」（
一
九
九
七
）
が
起
き
た
「
須
磨
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
」
を
指
す
。

本
事
件
発
生
時
、
栗
木
の
息
子
も
犯
人
の
少
年
と
同
年
代
で
あ
っ
た
。「『
わ
が
闘
争
』」
の
歌
は
、
息
子
が
犯
人
と
同
じ
本
を
読
ん
で
い

る
こ
と
を
知
り
動
揺
す
る
母
の
心
情
が
素
直
に
読
ま
れ
て
い
る
。
加
え
て
、
秩
序
に
従
い
駅
か
ら
進
学
塾
へ
と
向
か
う
子
た
ち
と
、
ヒ
ト

ラ
ー
を
慕
う
青
少
年
組
織
を
重
ね
て
詠
み
、
子
た
ち
の
将
来
を
危
惧
し
て
い
る
姿
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
、
連
作
の
一
首

で
あ
る

　
　
　

犯
罪
は
社
会
の
責
任
だ
と
言
ふ
け
れ
ど
…
。

試
す
に
は
及
ば
ず　

人
は
壊
れ
や
す
き
も
の
と
少
年
に
母
が
教
へ
よ

�

（「
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
の
枕
詞
」）
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を
挙
げ
、
佐
田
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

人
が
壊
れ
や
す
い
も
の
で
あ
る
と
教
え
ら
れ
な
く
な
っ
た
の
も
、
日
本
社
会
の
病
理
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
犯
罪
は
社
会
の

責
任
で
あ
る
。
し
か
し
、「
日
本
の
母
よ
、
人
は
傷
つ
き
壊
れ
や
す
い
も
の
で
あ
る
と
せ
め
て
教
え
よ
」
と
詠
わ
ざ
る
を
え
な
い
の

で
あ
る
。
こ
の
頃
、
作
者
の
子
ど
も
も
親
離
れ
が
始
ま
っ
て
、
寡
黙
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
当
然
、
こ
の
叫
び
は
、
自
己
自
身
に
向

か
っ
て
も
発
せ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
い
か
ん
と
も
し
が
た
い
事
件
を
契
機
に
、
栗
木
は
、
社
会
詠
を
自
身
の
身
に
引
き
寄
せ
て
、
詠
わ
ざ
る
に
は
い
ら
れ

な
く
な
っ
て
い
く
。
常
に
生
命
の
根
源
を
宇
宙
規
模
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
栗
木
に
は
、
尋
常
な
ら
ざ
る
社
会
現
象
を
、
詠
わ
ず
に
は

い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
（
８
）
。

傍
線
部
に
あ
る
よ
う
に
、
本
連
作
は
、
栗
木
の
特
質
で
あ
る
「
社
会
詠
」
へ
、
さ
ら
に
指
摘
す
る
と
「
家
族
」
を
介
し
た
「
社
会
詠
」
へ

と
つ
な
が
っ
て
い
く
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

そ
の
例
と
し
て
、
他
に
も
次
の
三
首
を
挙
げ
る
。

　
　

第
五
歌
集
『
夏
の
う
し
ろ
』

背
伸
び
し
て
棚
よ
り
大
皿
取
り
出
せ
る
を
さ
な
児
の
見
ゆ
日
本
は
平
和
か�

（「
普
段
着
」）

第
七
歌
集
『
し
ら
ま
ゆ
み
』

徴
兵
の
な
き
世
に
男を

の
子
産
み
し
幸さ
ち

お
も
へ
と
肩
に
さ
く
ら
ふ
り
く
る�

（「
し
ら
ま
ゆ
み
」）

一
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第
一
〇
歌
集
『
ラ
ン
プ
の
精
』

　
　
　

デ
パ
ー
ト
に
て

自
衛
隊
も
使
用
、
と
書
か
る
る
鞄
あ
り
子
に
贈
ら
む
と
し
つ
つ
た
め
ら
ふ�

（「
鯨
と
ピ
ノ
キ
オ
」）

こ
れ
ら
三
首
は
、「
子
」
を
介
し
て
「
社
会
」
を
詠
ん
だ
作
品
、特
に
「
戦
争
」
と
関
係
が
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
一
首
目
は
「
戦

争
」
だ
け
で
は
な
く
、
子
供
が
生
き
て
い
る
現
代
社
会
に
つ
い
て
の
歌
で
も
あ
る
。
そ
し
て
、
第
五
歌
集
『
夏
の
う
し
ろ
』
は
本
小
題
か

ら
始
ま
り
、
次
の
連
作
が
収
め
ら
れ
て
い
る
点
に
も
着
目
し
た
い
。

　
　
　

加
藤
典
洋
『
敗
戦
後
論
』

八
月
の
空
縫
ひ
あ
は
せ
飛
ぶ
鳥
よ
戦
勝
国
に
戦
後
は
あ
ら
ず

公
報
が
人
の
死
告
げ
に
来
し
夏
の
野
原
を
過
ぐ
る
風
し
ろ
か
り
き

武
器
回
収
さ
れ
た
る
の
ち
は
農
機
具
も
て
殺
し
合
ふ
な
り
隣
人
な
れ
ば　
　

コ
ソ
ボ
紛
争

�

（「
試
し
刷
り
」）

こ
の
よ
う
に
「
戦
争
」
に
つ
い
て
詠
ん
だ
小
題
の
次
が
、
小
題
「
普
段
着
」
で
あ
る
。
本
小
題
は
次
の
連
作
が
由
来
で
あ
る
。

　
　
　

昭
和
三
十
五
年
、
社
会
党
委
員
長
浅
沼
稲
次
郎
氏
は
十
七
歳
の
少
年
に
刺
殺
さ
れ
る

主
義
の
た
め
人
殺
し
た
る
少
年
は
学
生
服
着
て
ゐ
た
り
き
哀
し

　
　
　

そ
し
て
平
成
十
二
年
、
十
七
歳
の
少
年
が
…

二
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普
段
着
で
人
を
殺
す
な
バ
ス
ジ
ャ
ッ
ク
せ
し
少
年
の
ひ
ら
ひ
ら
の
シ
ャ
ツ

コ
イ
ン
投
げ
て
手
の
甲
に
受
く　

思
春
期
の
自
傷
と
他
傷
は
同
じ
と
言
へ
ど

被
害
者
の
葬
り
に
集
ひ
来
る
人
は
み
な
喪
服
着
る
学
生
服
着
る

�

（「
普
段
着
」）

こ
れ
ら
で
栗
木
は
、
主
義
主
張
の
な
い
犯
罪
、
子
と
同
年
代
の
少
年
に
よ
る
犯
罪
が
増
え
て
い
る
現
代
日
本
は
、
本
当
に
平
和
な
の
か
、

戦
争
が
な
い
だ
け
で
平
和
と
は
言
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
危
う
さ
に
つ
い
て
、「
子
」
を
介
し
詠
ん
で
い
る
の

で
あ
ろ
う
。

次
の
「
徴
兵
の
」
と
「
自
衛
隊
も
」
の
二
首
は
同
じ
く
「
自
衛
隊
」
と
「
子
」
に
つ
い
て
詠
ん
だ
作
品
で
あ
る
。

　
　
　

海
賊
対
策
の
た
め
ソ
マ
リ
ア
沖
に
海
上
自
衛
隊
派
遣

海
賊
の
制
圧
の
た
め
と
言
は
れ
る
れ
ば
武
器
を
う
べ
な
ふ
わ
れ
こ
そ
恐
し

徴
兵
の
な
き
世
に
男を

の
子
産
み
し
幸さ
ち

お
も
へ
と
肩
に
さ
く
ら
ふ
り
く
る

�

（「
し
ら
ま
ゆ
み
」）

　
　
　

デ
パ
ー
ト
に
て

自
衛
隊
も
使
用
、
と
書
か
る
る
鞄
あ
り
子
に
贈
ら
む
と
し
つ
つ
た
め
ら
ふ

�

（「
鯨
と
ピ
ノ
キ
オ
」）

栗
木
は
、
こ
れ
ら
で
「
自
衛
隊
」
と
「
子
」
に
つ
い
て
詠
ん
だ
。
さ
ら
に
、
も
し
、
現
代
の
日
本
に
「
徴
兵
」
が
あ
っ
た
ら
、
息
子
は
伯

父
た
ち
の
よ
う
に
出
征
し
、
自
身
も
祖
母
の
よ
う
に
「
陰
膳
」
を
供
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
と
自
問
す
る
栗
木
の
姿
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。

二
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そ
し
て
、「
武
器
」「
戦
争
」
と
関
連
が
あ
る
「
自
衛
隊
」
が
使
用
し
て
い
る
鞄
を
果
た
し
て
信
頼
し
て
い
い
の
か
、
我
が
子
に
贈
っ
て
い

い
の
か
、
と
「
母
」
で
あ
る
栗
木
が
悩
む
姿
が
窺
え
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、「
国
」
や
「
政
府
」
に
対
す
る
信
頼
が
揺
ら
い
で
い
る
こ

と
を
表
現
す
る
一
首
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。

最
後
に
「
家
庭
」
を
歌
材
と
し
た
連
作
を
第
五
歌
集
『
夏
の
う
し
ろ
』
か
ら
挙
げ
た
い
。

地
図
ば
か
り
並
ぶ
ギ
ャ
ラ
リ
ー
侵
略
は
つ
ね
に
美
し
き
輪
郭
も
つ

舌
先
に
し
ら
べ
さ
や
か
な
シ
ェ
ラ
レ
オ
ネ
世
界
一
寿
命
の
み
じ
か
き
国
よ

避
難
所
を
収
容
所
と
言
ひ
た
が
へ
た
る
ニ
ュ
ー
ス
を
見
つ
つ
団
欒
に
を
り

家
庭
と
は
た
と
へ
ば
野
戦
病
院
か
月
夜
の
こ
こ
ろ
に
ガ
ー
ゼ
当
て
つ
つ

�

（「
秋
の
舟
」）

二
首
目
で
は
、
西
ア
フ
リ
カ
の
国
シ
エ
ラ
レ
オ
ネ
の
情
勢
を
詠
む
。
世
界
最
貧
国
の
一
つ
で
、
歌
に
あ
る
よ
う
に
「
平
均
寿
命
」
が
世
界

一
短
い
。
シ
エ
ラ
レ
オ
ネ
内
戦
（
一
九
九
一
～
二
〇
〇
二
）
に
よ
っ
て
、
約
二
五
〇
万
人
の
避
難
民
が
出
た
と
さ
れ
、
栗
木
は
、
家
族
と

そ
の
報
道
を
見
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
ニ
ュ
ー
ス
で
「
避
難
所
」
を
「
収
容
所
」
と
伝
え
た
こ
と
が
、
栗
木
の
記
憶
に
残
っ
た
の
か
。
佐

田
公
子
氏
は
、掲
出
歌
に
つ
い
て
、「
ア
ウ
シ
ュ
ビ
ッ
ツ
収
容
所
が
読
者
の
脳
裏
に
走
る
」と
述
べ
る
（
９
）
。
佐
田
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、本
来
、

避
難
民
た
ち
が
入
る
場
所
は
「
避
難
所
」
で
あ
る
が
、
激
し
い
内
戦
か
ら
逃
れ
、
強
制
的
に
入
所
し
た
場
所
を
「
収
容
所
」
と
表
現
し
た

ニ
ュ
ー
ス
に
、
栗
木
は
強
い
違
和
感
を
覚
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
ニ
ュ
ー
ス
を
見
て
い
る
栗
木
と
そ
の
家
族
、
そ
し
て
避
難
所
で
暮
ら
す
家

族
の
現
実
の
違
い
を
認
識
し
た
。
し
か
し
、
栗
木
は
そ
れ
だ
け
で
は
終
わ
ら
ず
、
自
ら
の
家
庭
を
顧
み
、
歌
に
詠
む
。
そ
れ
が
「
家
庭
と

は
」
の
歌
で
あ
る
。
栗
木
は
「
家
庭
」
と
は
「
野
戦
病
院
」
の
よ
う
だ
と
喩
え
る
。
そ
れ
は
、
例
え
ば
、
青
白
く
病
ん
だ
孤
独
な
心
情
に

ガ
ー
ゼ
を
当
て
る
（
治
療
）
の
が
家
庭
の
役
割
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
か
。
実
際
の
戦
場
と
は
異
な
る
が
、
日
々
の
生
活
で
精
神
的
に

二
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も
肉
体
的
に
も
負
傷
す
る
こ
と
は
多
い
。
そ
の
傷
を
癒
す
の
が
「
家
庭
」
で
は
な
い
か
、と
栗
木
は
シ
エ
ラ
レ
オ
ネ
内
戦
の
報
道
を
通
し
、

自
己
に
引
き
付
け
て
詠
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
も
、
栗
木
に
と
っ
て
「
戦
争
」
と
「
家
族
」
は
密
接
に
関
係
し
て
い
る
と
言

え
よ
う
。七

、
お
わ
り
に

以
上
、
栗
木
短
歌
の
「
戦
争
詠
」
と
「
家
族
」
を
考
察
す
る
一
助
と
し
て
、
全
歌
集
の
「
戦
争
詠
」
の
解
釈
を
踏
ま
え
分
析
し
考
察
を

行
っ
た
。
最
後
に
、
考
察
の
結
果
、
明
ら
か
に
な
っ
た
と
こ
ろ
を
整
理
し
ま
と
め
て
み
た
い
。

構
成
と
し
て
、
本
稿
で
は
、
過
去
の
「
戦
争
」
を
体
験
し
た
家
族
（
祖
母
、
父
母
、
伯
父
）
と
、
戦
争
の
実
体
験
が
な
い
家
族
（
夫
、
子
）

に
分
け
た
。

ま
ず
、「
祖
母
」
を
詠
ん
だ
歌
に
は
、
戦
死
し
た
息
子
（
栗
木
の
伯
父
）
へ
の
想
い
が
強
く
表
現
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
、
出
征
し
た
子
の
無
事
を
祈
り
、
陰
膳
を
し
、
そ
の
後
戦
死
し
た
子
の
死
を
弔
う
姿
に
認
め
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、「
祖
母
」
の

歌
か
ら
は
、
同
じ
息
子
を
持
つ
栗
木
自
身
が
、
戦
中
戦
後
を
生
き
た
母
た
ち
に
共
感
し
、
敬
う
姿
も
明
確
に
表
出
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

「
祖
母
」
を
詠
ん
だ
作
品
群
に
共
通
す
る
の
は
「
戦
争
」「
夏
」「
雨
・
水
（
涙
）」
で
あ
る
。
注
目
し
た
い
の
は
、
第
一
〇
歌
集
『
ラ
ン
プ

の
精
』
の
一
首
、「
戦
死
せ
し
子
に
陰
膳
を
今
も
な
ほ
供
へ
ゐ
る
べ
し
あ
の
世
の
祖
母
は
」
で
あ
る
。
こ
の
歌
は
、
出
征
し
た
子
に
陰
膳

を
し
無
事
を
祈
っ
た
祖
母
の
姿
、
さ
ら
に
こ
れ
は
推
測
で
は
あ
る
が
、
祖
母
は
敗
戦
後
も
戦
死
し
た
子
の
陰
膳
を
続
け
て
い
た
の
で
は
な

い
か
と
詠
ん
で
い
る
。
つ
ま
り
、
戦
争
は
終
わ
っ
た
が
、
子
を
亡
く
し
た
祖
母
に
と
っ
て
は
続
い
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
そ
し
て
、
現
代
に
生
き
る
栗
木
は
、「
戦
争
」
は
過
去
の
も
の
で
は
な
い
と
表
現
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
戦
争
と
い
う
名
で

は
な
い
が
、
現
代
の
日
本
で
も
常
に
問
題
は
あ
り
、
戦
争
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
不
安
な
状
況
は
世
界
中
に
存
在
し
て
い
る

二
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と
詠
む
の
で
あ
る
。

次
に
「
父
母
」
の
歌
で
は
、出
征
し
帰
還
し
た
「
父
」
と
「
戦
友
」
と
の
関
係
を
「
娘
」
の
視
点
か
ら
詠
ん
だ
。「
父
」
に
と
っ
て
「
戦
争
」

を
共
に
戦
っ
た
友
人
は
絶
対
的
な
存
在
で
あ
る
が
、「
母
」は
快
く
は
思
っ
て
い
な
い
。「
戦
争
」に
対
す
る「
父
母
」の
対
比
を
印
象
的
に
詠
っ

た
作
品
と
言
え
よ
う
。
一
方
、「
母
」
に
と
っ
て
「
戦
争
」
と
は
、
戦
死
し
た
「
兄
」
を
思
い
出
す
も
の
で
も
あ
る
。
認
知
症
の
悪
化
で

記
憶
を
失
い
つ
つ
あ
る
母
が
、
夏
の
夕
暮
れ
に
「
靖
国
に
兄
が
ゐ
る
か
ら
」
と
言
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
母
」
に
と
っ
て
は
、「
戦
争
」

は
過
去
の
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
「
母
」
の
兄
で
あ
る
「
伯
父
」
は
、本
稿
冒
頭
で
も
述
べ
た
が
、栗
木
の
「
戦
争
詠
」
に
と
っ

て
重
要
な
存
在
で
あ
り
、発
端
で
も
あ
る
。
そ
の
た
め
、栗
木
が
詠
む
「
戦
争
詠
」
に
は
必
ず
「
伯
父
」
の
姿
が
存
在
し
て
い
る
。
例
え
ば
、

「
復
員
兵
」「
兵
士
」「
死
者
た
ち
」
は
、「
伯
父
」
へ
と
つ
な
が
る
言
葉
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
は
、
同
様
に
出
征
し
復
員
し
た
「
叔

父
」
も
同
様
で
あ
る
。
そ
の
一
例
と
し
て
、
平
成
一
三
年
（
二
〇
〇
一
）
の
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の
作
品
が
あ
る
。
遠
い
地
の
戦
い
を
映
す

中
に
、栗
木
は
「
叔
父
」
や
「
祖
父
」
の
姿
を
重
ね
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、「
自
己
」
に
ひ
き
つ
け
て
「
社
会
詠
」
を
詠
む
栗
木
の
「
特

質
」
が
明
確
に
認
め
ら
れ
よ
う
。

以
上
、「
祖
父
母
」「
父
母
」「
伯
父
」「
叔
父
」
の
作
品
か
ら
、
栗
木
に
と
っ
て
「
戦
争
」
と
は
過
去
で
は
な
く
、
現
在
へ
と
連
接
し
て

い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
結
果
、
栗
木
は
自
身
の
家
族
（
夫
、
子
）、
さ
ら
に
自
身）
11
（

を
も
「
戦
争
詠
」
の
中
で
詠
み
続
け
て

い
る
と
言
え
よ
う
。

以
上
、
栗
木
京
子
短
歌
に
み
る
「
戦
争
詠
」
と
「
家
族
」
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
を
重
ね
て
き
た
。
最
後
に
、
小
考
を
整
理
す
る
と
次

の
三
点
と
な
ろ
う
。

①
栗
木
の
「
戦
争
詠
」
は
、「
家
族
」
を
介
し
て
詠
ま
れ
、「
家
族
」
が
原
点
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
身
近
な
家
庭
生
活
の
中
か
ら
「
戦

争
」
を
捉
え
、
そ
の
現
実
を
凝
視
し
て
い
る
。

②
栗
木
は
「
戦
争
」
を
詠
ず
る
に
あ
た
っ
て
、「
戦
争
」
と
真
摯
に
対
峙
し
て
、
現
実
に
お
い
て
そ
れ
を
体
験
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

③
栗
木
の
「
戦
争
詠
」
に
は
い
く
つ
か
の
特
徴
が
あ
る
が
、
季
節
で
は
「
夏
」、
色
彩
で
は
「
白
」
の
表
現
が
多
い
。

二
四



栗
木
京
子
短
歌
「
戦
争
詠
」
の
源
流
と
そ
の
特
質
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以
上
の
三
点
を
ま
と
め
と
し
た
い
。

註
（1）
「
戦
争
詠
」
に
つ
い
て
は
短
歌
辞
典
等
で
の
明
確
な
定
義
（
時
代
や
視
点
等
）
は
さ
れ
て
い
な
い
。
例
え
ば
、
社
会
学
者
で
歌
人

で
も
あ
る
大
野
道
夫
氏
は
、
自
著
『
短
歌
・
俳
句
の
社
会
学
』（
平
成
二
〇
年
三
月
、
は
る
書
房
）
で
「
短
歌
・
俳
句
の
題
と
し
て
、

戦
争
は
重
要
な
題
の
一
つ
で
あ
る
。
す
で
に
万
葉
集
の
昔
か
ら
戦
争
は
う
た
わ
れ
て
き
た
。」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
大
野
氏
は
、

自
著
で
「
戦
争
詠
」
を
「
戦
争
（
第
二
次
世
界
大
戦
）」
を
詠
ん
だ
作
品
」
と
定
義
付
け
、戦
後
の
朝
日
歌
壇
・
俳
壇
の
作
品
分
析
を
行
っ

た
。
そ
の
結
果
、
①
「
戦
争
詠
」
は
俳
句
よ
り
短
歌
に
多
い
こ
と
、
②
「
戦
争
詠
」
で
は
、
戦
争
体
験
を
詠
ん
だ
作
品
が
短
歌
で
は

三
割
、
俳
句
は
二
割
だ
っ
た
こ
と
、
③
鎮
魂
の
作
品
が
短
歌
・
俳
句
と
も
に
二
割
程
度
、
④
時
代
の
経
過
と
と
も
に
「
戦
争
詠
」
が

多
様
化
し
て
い
る
こ
と
、
例
と
し
て
、
戦
争
加
害
者
の
視
点
、
世
代
間
に
起
こ
る
日
本
人
の
戦
争
観
の
違
い
、
戦
争
肯
定
の
視
点
な

ど
を
挙
げ
て
い
る
。
さ
ら
に
歌
枕
と
し
て
「
広
島
」「
長
崎
」、
季
語
と
し
て
の
「
敗
戦
忌
」「
原
爆
忌
」
が
定
着
し
つ
つ
あ
る
現
状

も
紹
介
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
歌
枕
、
季
語
を
駆
使
し
つ
つ
、
戦
争
体
験
を
詠
み
継
ぎ
、
死
者
を
鎮
魂
し
つ
づ
け
る
こ
と

は
、
忘
れ
て
し
ま
い
が
ち
な
短
歌
・
俳
句
の
機
能
と
し
て
き
わ
め
て
重
要
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
は
す
で
に
戦
後
生
ま
れ
た
新
し
い
伝

統
と
し
て
、
定
着
し
つ
つ
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
指
摘
し
て
い
る
。

な
お
、
本
稿
で
の
「
戦
争
詠
」
と
は
、「
第
二
次
世
界
大
戦
」
だ
け
で
な
く
、
一
九
四
五
年
の
戦
後
以
降
、
現
在
も
世
界
で
起
き

て
い
る
「
戦
争
」
も
含
む
と
い
う
位
置
づ
け
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
お
き
た
い
。

（2）
「
日
本
大
百
科
全
集
」
の
「
梔
子
」
の
項
（
担
当　

小
林
義
男
）
を
参
考
に
し
た
。

（3）
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
の
「
梔
子
」
の
項
を
参
考
に
し
た
。

（4）�
伊
藤
一
彦
×
栗
木
京
子
「
訳
の
わ
か
ら
な
い
自
分
を
」（『
シ
リ
ー
ズ　

牧
水
賞
の
歌
人
た
ちvol.9　

栗
木
京
子
』、
平
成
二
六
年

一
二
月
、
青
磁
社
）
六
二
、六
三
頁
。

二
五



大
正
大
学
大
学
院
研
究
論
集
　
第
四
十
五
号
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（5）
「
編
集
長
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
（
１
３
５
）
／
栗
木
京
子
」（『
短
歌
往
来
』
平
成
一
五
年
一
二
月
号
、
平
成
一
五
年
一
一
月
、
な
が
ら
み

書
房
）
二
六
、二
七
頁
。

（6）
佐
田
公
子
『
栗
木
京
子
の
作
品
世
界
』（
平
成
二
〇
年
、
短
歌
研
究
社
）
三
二
一
頁
。

（7）
栗
木
京
子
「
自
歌
解
説　

私
の
心
に
残
る
歌
」（『
短
歌
』
平
成
一
七
年
五
月
号
、
平
成
一
七
年
四
月
、
角
川
書
店
）
一
一
二
頁

（8）
註
（6）
に
同
じ
。
二
七
二
、二
七
三
頁
。

（9）
註
（6）
に
同
じ
。
二
九
三
、二
九
四
頁

（11）
自
身
の
詠
に
つ
い
て
は
、
別
稿
で
述
べ
る
。

二
六




