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こ
こ
で
私
に
課
せ
ら
れ
た
課
題
は
、
「
定
型
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。
具

体
的
に
は
、
短
歌
の
「
定
型
」
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
「
定
型
」
一
般
と

し
て
の
抽
象
度
の
高
い
考
察
も
期
待
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
思
う
。
私
は
歌

人
で
も
詩
人
で
も
な
い
の
で
、
歌
や
詩
を
創
作
す
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
か

ら
定
型
を
論
じ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
万
葉
の
歌
の
こ
と
や
、
最
近
調
査

し
て
い
る
中
国
少
数
民
族
の
歌
垣
で
の
歌
に
つ
い
て
な
ら
、
あ
る
程
度
の

こ
と
は
言
え
る
。
ま
た
、
現
代
短
歌
に
つ
い
て
も
、
評
論
な
ど
の
文
章
を

書
い
て
い
る
の
で
、
現
代
歌
人
に
と
っ
て
定
型
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持

つ
の
か
、
と
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
な
ら
、
多
少
は
何
か
言
え
そ
う
な
気

はする。
た
だ
、
定
型
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
た
く
さ
ん
の
歌
人
や
研
究
者
が
い

ろ
ん
な
こ
と
を
論
じ
て
い
て
、
今
さ
ら
何
が
言
え
る
の
か
、
と
い
う
気
は

す
る
。
正
直
に
言
え
ば
、
歌
人
や
詩
人
と
い
う
創
作
者
に
と
っ
て
の
定
型

論
は
、
創
作
に
際
し
て
の
混
沌
を
語
る
作
業
だ
か
ら
無
限
に
語
る
こ
と
が

あ
る
だ
ろ
う
が
、
客
観
的
に
定
義
す
る
と
い
う
意
味
で
の
定
型
論
は
、
今

こ
と
さ
ら
何
か
を
付
け
加
え
る
こ
と
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

客
観
的
に
語
る
と
は
、
論
理
的
に
把
握
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ

う
で
あ
る
と
き
、
記
述
の
文
体
は
ど
う
し
て
も
論
理
的
な
整
合
性
を
文
の

定
型
論
の
試
み

特
集
・
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型
〉
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
ー
古
代
文
学
の
普
遍
と
固
有
Ｉ構

造
に
求
め
る
た
め
に
、
例
え
ば
ア
ナ
ロ
ジ
ッ
ク
な
展
開
を
忌
避
す
る
。

誤
解
の
余
地
を
少
な
く
す
る
文
体
に
な
り
、
定
義
す
る
行
為
を
窮
屈
に
し
、

論
理
的
に
は
正
し
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
だ
か
ら
っ
て
わ
か
っ
た
こ
と
に

は
な
ら
な
い
、
と
何
と
な
く
物
足
り
な
さ
を
残
す
こ
と
に
な
る
。
定
型
を

客
観
的
に
定
義
す
れ
ば
そ
う
い
う
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。
む
ろ
ん
、
定

義
は
定
義
で
あ
り
面
白
く
な
く
て
も
い
い
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
そ

う
い
う
面
白
く
な
い
定
義
の
仕
方
は
求
め
ら
れ
て
い
な
い
、
と
理
解
し
て

いブ（》Ｏどの
よ
う
に
論
じ
た
ら
い
い
の
か
、
と
悩
み
な
が
ら
思
っ
た
の
は
、
定

型
を
な
る
べ
く
ア
ナ
ロ
ジ
ー
と
し
て
語
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
定
型

論
を
、
様
々
に
ア
ナ
ロ
ジ
カ
ル
に
語
る
、
と
い
う
こ
と
を
試
み
る
こ
と
で
、

結
果
的
に
見
え
て
く
る
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
定
型
と
は
何
か
、

と
論
理
的
に
追
い
込
む
こ
と
で
掴
む
の
で
は
な
く
、
定
型
と
は
例
え
ば
こ

ん
な
も
の
、
と
語
る
こ
と
を
連
ね
る
こ
と
で
見
え
て
く
る
何
か
を
掴
む
方

法
も
あ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
を
試
み
て
み
た
い
。

ア
ジ
ア
的
な
ひ
ろ
が
り

定
型
と
は
、
歌
も
し
く
は
詩
に
お
け
る
あ
る
規
則
性
を
も
っ
た
音
数
律

岡
部
隆
志

歌
の
問
テ
キ
ス
ト
性
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に
よ
る
一
定
の
長
さ
の
形
式
と
、
身
も
蓋
も
な
い
定
義
を
す
れ
ば
そ
う
い

う
よ
う
に
言
え
る
だ
ろ
う
か
。
定
型
詩
と
い
う
と
一
般
的
に
は
漢
詩
、
あ

る
い
は
俳
句
や
短
歌
の
よ
う
に
、
文
字
で
書
か
れ
る
こ
と
を
前
提
に
し
た

詩
だ
が
、
声
で
歌
わ
れ
る
歌
で
あ
っ
て
も
、
つ
ま
り
文
字
を
持
た
な
い
民

族
（
こ
こ
で
は
中
国
の
少
数
民
族
等
）
に
お
け
る
歌
も
多
く
は
定
型
で
あ

る。日
本
の
短
歌
は
五
音
・
七
音
の
音
数
律
で
三
十
一
音
の
長
さ
で
あ
る
。

こ
の
定
型
の
規
則
性
が
い
つ
ど
の
よ
う
に
成
立
し
た
の
か
に
つ
い
て
は
、

た
く
さ
ん
の
論
が
あ
る
の
で
こ
こ
で
改
め
て
繰
り
返
さ
な
い
。
た
だ
、
五

音
・
七
音
の
音
数
律
は
、
中
国
の
少
数
民
族
の
声
の
歌
に
も
多
く
見
ら
れ

る
も
の
で
、
そ
の
意
味
で
は
、
ア
ジ
ア
的
な
ひ
ろ
が
り
の
な
か
に
定
型
は

あ
る
含
七
五
調
の
ア
ジ
ア
」
）
。

こ
こ
十
数
年
近
く
中
国
の
少
数
民
族
の
歌
文
化
を
調
査
し
て
き
た
が
、

そ
こ
か
ら
言
え
る
こ
と
は
、
あ
る
範
囲
の
地
域
に
固
有
な
定
型
が
歌
の
型

と
し
て
機
能
し
て
い
る
と
す
る
と
、
そ
の
定
型
に
よ
る
歌
は
そ
の
地
域
の

人
々
の
生
活
も
し
く
は
関
係
の
範
囲
と
重
な
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
地
域
の
範
囲
は
同
一
民
族
の
ひ
ろ
が
り
と
一
致
す
る
時
も
あ
れ
ば
、

同
一
民
族
内
で
の
諸
地
域
で
あ
る
場
合
も
あ
る
。
こ
れ
は
定
型
の
歌
の
多

く
が
対
唱
歌
で
あ
る
か
ら
で
、
歌
垣
で
の
掛
け
合
い
の
よ
う
に
、
定
型
が

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
シ
ー
ル
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
す
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
あ
る
定
型
の
歌
の
様
式
を
共
有
し
て
い
な
い
と
歌
を
掛
け
合
う

こ
と
が
出
来
な
い
。
出
来
な
け
れ
ば
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
も
あ
る
い

は
婚
姻
と
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
も
制
限
を
受
け
ざ
る
を
得
な
い
。
明
ら

か
に
、
定
型
で
あ
る
こ
と
と
対
唱
歌
文
化
と
は
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
。

ア
ジ
ア
の
歌
文
化
の
ひ
ろ
が
り
を
、
音
数
律
と
い
う
観
点
か
ら
見
て
み

よ
う
と
い
う
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
そ
こ
で
、
短

歌
謡
の
定
型
歌
を
持
た
な
い
の
は
、
ア
ジ
ア
北
方
の
ホ
ジ
ェ
ン
族
で
あ
り

ア
イ
ヌ
で
あ
っ
た
。
ホ
ジ
ェ
ン
族
も
ア
イ
ヌ
も
叙
事
詩
を
歌
う
が
、
歌
掛

け
の
よ
う
な
男
女
の
対
唱
歌
文
化
を
持
た
な
い
。
が
、
中
国
西
南
地
域
の

少
数
民
族
の
多
く
は
対
唱
歌
文
化
を
持
っ
て
お
り
、
そ
の
歌
は
、
五
音
・

七
音
と
い
う
音
数
律
の
定
型
で
あ
る
場
合
が
多
い
ニ
ァ
ジ
ァ
民
族
文
化

研
究
』
七
・
八
号
二
○
○
八
年
．
二
○
○
九
年
）
。

や
は
り
対
唱
歌
が
短
歌
謡
の
定
型
を
育
ん
だ
、
と
言
っ
て
い
い
の
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
対
唱
歌
の
特
徴
は
、
対
話
性
を
持
つ
こ
と
、
歌
が

短
い
こ
と
、
即
興
的
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
特
徴
は
ま
さ
に

定
型
で
あ
る
が
故
に
可
能
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
か
ら
だ
。

川
田
順
造
は
ア
フ
リ
カ
の
モ
シ
族
の
歌
文
化
を
分
析
し
た
『
聲
』
（
一

九
八
八
）
で
、
定
型
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

こ
こ
で
大
事
な
こ
と
が
三
つ
ほ
ど
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
一
つ
は
、
定
型

は
即
興
的
に
う
た
う
場
合
、
器
の
役
割
を
果
た
す
と
い
う
こ
と
。
そ
し
て

音
程
や
リ
ズ
ム
の
定
型
性
は
、
即
興
の
こ
と
ば
を
放
り
込
み
や
す

い
声
の
器
の
大
切
な
条
件
だ
。
日
常
的
な
声
で
は
語
れ
な
い
真
情
、

愚
痴
も
、
形
式
の
定
ま
っ
た
〃
う
た
〃
と
い
う
装
い
を
与
え
る
こ
と

で
表
出
が
容
易
に
な
る
。
そ
れ
に
、
こ
の
よ
う
な
う
た
で
発
散
さ
れ

た
不
満
や
非
難
は
、
そ
れ
を
聞
い
た
者
が
日
常
な
場
で
は
答
め
て
は

な
ら
な
い
と
い
う
徒
が
あ
る
。

定
型
と
は
器
で
あ
る
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わ
た
し
た
ち
は
、
詩
の
こ
と
ば
は
日
常
の
こ
と
ば
と
は
違
う
と
い
う
こ

と
を
前
提
に
、
ど
う
い
う
よ
う
に
詩
の
こ
と
ば
を
表
出
（
創
作
）
し
よ
う

か
そ
れ
こ
そ
悪
戦
苦
闘
す
る
。
が
、
こ
こ
で
は
、
定
型
と
い
う
器
に
投
げ

込
め
ば
、
そ
れ
は
歌
に
な
る
の
だ
と
言
っ
て
い
る
。
こ
の
器
と
し
て
の
定

型
が
、
こ
と
ば
を
瞬
時
に
詩
の
こ
と
ば
に
変
換
す
る
錬
金
術
の
よ
う
な
力

を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

歌
垣
の
歌
掛
け
で
の
対
唱
歌
は
、
別
に
会
話
を
交
わ
す
わ
け
で
は
な
い

が
対
話
性
が
あ
る
。
そ
の
対
話
は
、
即
興
の
歌
に
よ
る
。
そ
れ
が
可
能
な

の
は
、
定
型
が
こ
と
ば
の
器
で
あ
る
か
ら
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
に

し
て
も
何
故
こ
の
器
は
こ
と
ば
を
投
げ
込
め
ば
詩
（
歌
）
に
変
換
で
き
る

の
だ
ろ
う
。
古
橋
信
孝
は
、
そ
れ
を
様
式
と
い
う
言
い
方
で
説
明
し
て
い

ヲ（》０
、シ」○ そ

の
よ
う
に
器
に
投
げ
込
ま
れ
た
こ
と
ば
は
、
日
常
の
感
情
の
こ
と
ば
で

あ
っ
て
も
詩
に
な
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
の
詩
は
、
ど
ん
な
に
日

常
を
引
き
ず
っ
て
も
非
日
常
の
こ
と
ば
と
し
て
了
解
さ
れ
る
、
と
い
う
こ

歌
の
様
式
が
〈
共
同
性
〉
そ
の
も
の
だ
と
し
た
ら
、
歌
を
作
る
者

は
共
同
性
に
立
つ
こ
と
に
な
る
。
神
謡
自
体
そ
う
だ
っ
た
が
、
神
謡

と
は
違
う
〈
共
同
性
〉
だ
。
神
謡
は
伝
承
そ
の
も
の
だ
が
、
歌
は
状

況
に
応
じ
て
詠
ま
れ
る
。
つ
ま
り
、
歌
の
様
式
に
よ
っ
て
詠
み
手
の

個
別
的
な
位
置
自
体
が
、
〈
共
同
性
〉
に
な
り
う
る
の
で
あ
る
。
極

端
に
言
え
ば
、
歌
の
様
式
に
当
て
嵌
め
さ
え
す
れ
ば
歌
に
な
っ
た
。

歌
が
個
人
の
心
情
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
の
は
そ
れ
ゆ

え
だ
。
し
か
し
、
歌
が
〈
共
同
性
〉
そ
の
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
そ

こ
と
ば
の
器
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
と
ば
を
詩
に
変
換
す
る
様
式

で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
は
、
歌
い
手
の
位
置
を
共
同
性
に
立
た
せ
る

も
の
で
あ
る
、
と
言
っ
て
い
る
。
こ
と
ば
が
歌
（
詩
）
に
な
る
と
い
う
の

は
、
そ
の
こ
と
ば
を
通
し
て
一
種
の
瀝
依
（
感
動
と
い
っ
て
も
よ
い
）
が

起
こ
る
か
ら
だ
が
、
そ
の
想
依
を
起
こ
す
共
同
的
な
こ
と
ば
の
仕
組
み
が
、

様
式
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
神
謡
が
、
強
い
こ
と
ば
の
様
式
性
を
持
た
な

い
の
は
、
こ
と
ば
以
外
の
綴
依
す
る
諸
条
件
（
儀
礼
的
な
場
と
い
っ
た
も

の
）
に
囲
ま
れ
て
い
た
か
ら
だ
。
こ
と
ば
以
外
の
諸
条
件
か
ら
解
き
放
た

れ
て
、
こ
と
ば
だ
け
の
力
で
渥
依
が
可
能
に
な
っ
た
の
が
、
万
葉
歌
で
あ

る
。
そ
れ
を
可
能
に
し
た
の
は
、
強
い
様
式
性
と
し
て
の
定
型
で
あ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
神
謡
的
な
、
こ
と
ば
と
こ
と
ば
以
外
の
諸

条
件
と
が
一
体
化
し
て
懸
依
す
る
古
代
的
世
界
が
終
わ
り
、
こ
と
ば
だ
け

の
世
界
で
の
綴
依
を
要
請
さ
れ
た
と
き
、
歌
の
詠
み
手
で
あ
っ
た
貴
族
た

ち
は
、
か
つ
て
歌
の
渥
依
を
支
え
て
い
た
共
同
性
を
生
む
諸
条
件
を
、
こ

と
ば
の
様
式
性
に
よ
っ
て
担
保
し
よ
う
と
し
た
、
と
い
う
こ
と
だ
。

そ
の
こ
と
は
同
時
に
歌
が
個
人
に
開
放
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
た
。
様

式
と
い
う
器
に
こ
と
ば
を
投
げ
込
め
ば
こ
と
ば
は
掻
依
と
い
う
力
を
帯
び

る
。
貴
族
や
官
人
た
ち
は
、
あ
た
か
も
革
新
的
な
情
報
シ
ー
ル
を
手
に
入

れ
た
ご
と
く
に
、
歌
の
こ
と
ば
を
手
に
入
れ
た
の
だ
と
言
え
る
。
だ
が
、

一
方
で
、
そ
の
こ
と
は
「
こ
う
い
う
場
合
に
は
こ
う
詠
む
と
い
う
了
解
」

を
受
け
入
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
様
式
と
い
う
共
同
性
の
外
に
出
な
い
こ
と

の
状
況
に
も
前
提
が
必
要
で
あ
る
。
こ
う
い
う
場
合
に
は
こ
う
詠
む

と
い
う
了
解
が
歌
を
成
り
立
た
せ
た
。
そ
の
意
味
で
、
ま
っ
た
く
個

人
の
も
の
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
。
含
万
葉
歌
の
成
立
己
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を
受
け
入
れ
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
様
式
に
よ
っ
て
想
依
の
自
由
は

手
に
入
れ
た
が
、
同
時
に
、
想
依
の
共
同
的
な
在
り
方
か
ら
外
に
出
な
い

生
き
方
を
も
選
ん
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

古
橋
信
孝
が
述
べ
て
い
る
様
式
の
問
題
は
、
対
唱
歌
に
見
ら
れ
る
定
型

の
様
式
性
と
は
違
う
。
ま
っ
た
く
文
字
の
歌
（
詩
）
の
こ
と
と
し
て
論
じ

て
い
る
。
む
ろ
ん
、
本
当
の
と
こ
ろ
声
と
文
字
と
が
こ
と
ば
と
い
う
レ
ベ

ル
に
お
い
て
裁
然
と
区
別
で
き
る
の
か
ど
う
か
難
し
い
と
こ
ろ
だ
が
、
圧

倒
的
な
声
の
歌
の
ひ
ろ
が
り
や
、
そ
の
蓄
積
の
う
え
で
の
、
こ
と
ば
の
掴

み
直
し
に
よ
っ
て
文
字
の
歌
が
あ
る
、
と
い
う
理
解
の
仕
方
で
い
い
の
だ

と思う。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
対
唱
歌
文
化
が
育
ん
だ
定
型
と
、
文
字
詩
の
定
型
が

同
一
に
論
じ
得
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
か
と
い
っ
て
、

そ
う
違
う
も
の
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
定
型
が
歌
い
手
を
共
同
性
に
立
た
せ

る
こ
と
、
川
田
順
造
が
言
う
定
型
の
〈
器
〉
と
し
て
の
機
能
、
例
え
ば
即

興
性
と
い
っ
た
こ
と
も
、
そ
れ
ほ
ど
違
わ
な
い
。
違
う
と
す
れ
ば
、
吉
本

隆
明
が
言
う
と
こ
ろ
の
「
自
己
表
出
性
」
へ
向
か
う
契
機
を
文
字
に
よ
る

表
現
の
方
が
多
く
孕
む
、
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
が
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て

は
こ
こ
で
は
論
じ
な
い
。

定
型
は
運
命
で
あ
る

渡
部
泰
明
は
定
型
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

さ
て
、
一
首
三
十
一
音
と
決
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、

三
十
一
音
目
で
終
わ
る
、
と
い
う
終
結
が
見
え
て
い
る
と
い
う
こ
と

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
第
五
句
三
十
一
音
で
決
着
が
つ
く
、
と
い
う
前

序
詞
と
い
う
和
歌
の
修
辞
に
つ
い
て
述
べ
た
文
章
な
の
で
は
あ
る
が
、

と
て
も
面
白
い
。
研
究
者
の
文
章
だ
か
ら
合
理
的
に
説
明
し
よ
う
と
し
て

い
る
が
、
実
は
、
ほ
と
ん
ど
定
型
と
は
．
つ
の
運
命
」
の
詩
形
だ
と
言
っ
一

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
言
わ
れ
れ
ば
そ
う
だ
が
、
し
か
し
、
誰
も
そ
ん
ｕ

な
風
に
は
考
え
な
い
だ
ろ
う
。
「
運
命
」
な
ど
と
い
う
言
い
方
は
論
理
的
一

な
文
脈
か
ら
は
出
て
き
は
し
な
い
も
の
だ
。
こ
れ
は
一
種
の
比
嚥
だ
が
、

そ
れ
で
も
こ
の
説
明
に
は
納
得
出
来
る
。
三
十
一
音
定
型
は
終
わ
り
が
決

ま
っ
て
い
る
。
そ
の
終
わ
り
の
予
感
の
う
え
で
作
ら
れ
る
詩
形
だ
と
い
う
。

だ
か
ら
「
運
命
」
だ
と
い
う
の
だ
が
、
そ
の
終
わ
り
を
死
と
読
み
替
え
た

ら
こ
の
説
明
は
分
か
り
や
す
い
。
死
と
い
う
運
命
が
あ
る
か
ら
生
は
自
由

な
の
だ
と
い
う
、
切
実
な
自
由
の
感
覚
を
、
言
わ
ば
短
歌
の
言
葉
の
自
由

の
問
題
と
し
て
ア
ナ
ロ
ジ
カ
ル
に
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

渡
部
の
和
歌
論
の
卓
抜
な
と
こ
ろ
は
、
以
上
の
ア
ナ
ロ
ジ
カ
ル
な
理
屈

を
和
歌
の
修
辞
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
根
幹
と
し
て
論
じ
る
と
こ
ろ
に
あ

る
。
つ
ま
り
、
定
型
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
論
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
の
だ
が
、
む
し
ろ
、
と
て
も
大
事
な
定
型
論
と
し
て
こ
こ
で
は
受
け
止

提
で
す
べ
て
が
成
り
立
つ
。
第
五
句
へ
向
か
う
途
中
で
も
、
あ
と
ど

れ
く
ら
い
で
け
り
が
つ
く
か
の
予
感
を
、
は
っ
き
り
と
持
つ
こ
と
が

で
き
る
。
だ
か
ら
大
げ
さ
に
い
え
ば
、
定
型
は
一
つ
の
運
命
で
あ
る
。

歌
を
味
わ
い
な
が
ら
、
運
命
に
導
か
れ
て
ゆ
く
か
の
よ
う
な
予
感
が

生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
定
型
が
し
っ
か
り
身
に
つ
い
て
い
る
こ
と
が

条
件
で
は
あ
る
が
、
歌
の
定
型
に
縛
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
逆
に

歌
の
そ
れ
ぞ
れ
の
言
葉
は
、
単
な
る
言
葉
で
あ
る
こ
と
を
越
え
、
運

命
的
な
予
感
に
満
ち
た
も
の
に
な
る
。
含
和
歌
と
は
何
か
」
）
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めたい。
定
型
に
よ
っ
て
個
人
は
自
由
に
歌
が
歌
え
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
古
橋

が
言
う
よ
う
に
そ
れ
は
「
ま
っ
た
く
個
人
の
も
の
に
な
っ
た
の
で
は
な

い
」
。
共
同
性
の
仕
組
み
の
中
に
閉
じ
ら
れ
た
こ
と
を
も
意
味
す
る
。
定

型
と
は
、
歌
の
こ
と
ば
を
個
人
に
自
由
な
も
の
に
し
な
が
ら
も
個
人
の
も

の
で
は
な
い
と
い
う
存
在
の
前
提
を
固
め
る
。
そ
の
こ
と
が
「
運
命
」
と

い
う
言
い
方
を
導
く
。

そ
の
よ
う
な
定
型
と
は
、
孤
立
し
た
個
人
か
ら
見
れ
ば
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
の
確
保
で
も
あ
ろ
う
。
中
国
の
少
数
民
族
で
は
、
定
型
は
確
か
に
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
確
保
と
い
う
面
を
持
つ
。
定
型
を
共
有
し
な
け
れ
ば

歌
を
掛
け
合
う
こ
と
が
出
来
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
歌
が
作
り
上
げ
る

共
同
性
に
参
加
出
来
な
い
。
た
だ
、
こ
の
場
合
の
共
同
性
を
狭
い
意
味
で

の
閉
ざ
さ
れ
た
共
同
体
と
と
る
べ
き
で
は
な
い
。
対
唱
歌
と
は
、
あ
る
範

囲
に
お
け
る
幾
つ
か
の
共
同
体
の
相
互
の
交
通
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

一
つ
の
共
同
体
を
越
え
る
相
互
の
関
係
の
構
築
こ
そ
が
対
唱
歌
の
持
つ
大

き
な
力
な
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
無
限
に
そ
の
対
象
の
範
囲
が
広
が
る
わ

け
で
は
な
い
、
定
型
を
共
有
す
る
範
囲
が
そ
こ
に
厳
然
と
し
て
あ
る
。
そ

れ
は
あ
る
共
通
文
化
を
持
つ
地
域
で
あ
り
、
あ
る
と
き
は
民
族
と
い
う
範

囲
で
も
あ
る
。
そ
の
範
囲
の
な
か
で
、
共
同
体
を
越
え
た
相
互
の
関
係
に

身
を
委
ね
な
が
ら
同
時
に
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
も
確
保
す
る
、
と
い
う
よ

う
に
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
確
保
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

対
唱
歌
文
化
は
、
定
型
を
、
自
分
が
生
ま
れ
育
っ
た
共
同
体
を
越
え
る

と
い
う
意
味
で
の
自
由
を
与
え
な
が
ら
、
同
時
に
、
そ
の
自
由
の
範
囲
と

い
う
領
域
の
そ
の
外
部
を
閉
ざ
す
こ
と
で
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
与
え

る
も
の
と
し
て
育
ん
だ
、
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
対
唱
歌
文
化
の
育
ん

以
上
の
よ
う
に
考
え
て
い
く
と
、
定
型
を
、
狭
い
意
味
で
の
同
一
性
を

超
え
て
い
く
側
で
理
解
す
る
の
と
、
大
き
な
意
味
で
の
同
一
性
の
側
で
理

解
す
る
の
と
で
は
、
定
型
の
意
味
合
い
が
全
く
違
っ
て
見
え
て
く
る
だ
ろ

う
。
が
、
こ
れ
を
自
由
と
不
自
由
の
対
立
と
と
ら
え
る
の
で
は
な
く
、
本

来
、
他
者
と
の
交
通
と
は
こ
う
い
う
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
と

ら
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
そ
の
よ
う
に
考
え
た
の
は
、
鷲
田
清
一
『
「
聴

く
」
こ
と
の
力
ｌ
臨
床
哲
学
試
論
』
を
読
ん
だ
こ
と
に
よ
る
。

鷲
田
は
、
他
者
と
出
会
う
と
い
う
の
は
、
少
な
く
と
も
お
の
れ
の
同
一

性
の
外
に
出
る
用
意
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
、
と
述
べ
る
。
つ
ま
り
、
他

者
で
あ
る
客
を
歓
待
す
る
こ
と
は
、
迎
え
る
側
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の

解
除
が
必
要
で
あ
り
、
解
除
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
、
他
者
と
共
感
し
え
る
関

係
が
作
れ
る
、
と
い
う
。
そ
れ
は
意
味
や
目
的
を
通
し
た
他
者
と
の
関
係

で
は
な
く
、
他
者
の
痛
み
を
自
分
の
痛
み
と
し
て
感
受
す
る
関
係
、
た
と

え
ば
『
聴
く
』
と
言
っ
た
態
度
に
お
い
て
成
立
す
る
関
係
、
で
あ
る
と
い

、ハノ○ だ
定
型
の
在
り
方
と
は
、
あ
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
範
囲
と
し
て
の
空

間
を
言
わ
ば
「
運
命
」
と
し
て
享
受
す
る
こ
と
で
、
そ
の
範
囲
の
中
で
無

限
の
組
み
合
わ
せ
が
可
能
な
相
互
交
通
を
楽
し
む
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
は
、
渡
部
泰
明
の
言
う
和
歌
の
三
十
一
音
定
型
の
「
運
命
」
と
似
て

い
な
く
は
な
い
。
こ
ち
ら
の
「
運
命
」
は
修
辞
に
お
け
る
こ
と
ば
の
継
時

的
展
開
に
お
け
る
動
か
し
が
た
い
限
度
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
ど
ち

ら
か
と
言
え
ば
時
間
的
な
「
運
命
」
で
あ
る
が
、
や
は
り
、
対
唱
歌
文
化

が
育
ん
だ
定
型
の
「
運
命
」
を
受
け
継
い
で
い
る
、
と
言
え
な
い
か
。

定
型
は
〈
間
〉
で
あ
る
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従
っ
て
、
意
味
や
目
的
が
入
り
込
ん
だ
ぎ
ち
ぎ
ち
の
関
係
で
は
な
く
、

互
い
を
受
け
入
れ
あ
っ
て
そ
の
場
を
共
有
し
得
る
ち
ょ
う
ど
い
い
距
離
も

し
く
は
余
裕
が
そ
こ
に
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
。
そ
れ
を
〈
間
〉
と
呼
ぶ
。

そ
の
〈
間
〉
を
こ
こ
で
定
型
と
読
み
替
え
て
み
る
と
、
ほ
と
ん
ど
違
和
感

な
く
〈
問
〉
論
は
定
型
論
に
な
っ
て
い
る
の
に
気
づ
く
。

が
、
鷲
田
の
言
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
こ
れ
ま
で
定
型
論
と
し
て
述

べ
て
き
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
は
意
味
合
い
が
違
う
の
で
そ
の
す
り
合

わ
せ
が
必
要
で
あ
る
。
鷲
田
の
言
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
解
除
と
は
、

定
型
論
の
意
味
合
い
で
言
え
ば
、
狭
い
意
味
で
の
共
同
性
の
解
除
で
あ
る
。

定
型
論
で
述
べ
て
き
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
確
保
と
は
、
そ
の
狭
い
意

味
で
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
解
除
に
よ
っ
て
当
事
者
を
包
み
込
む
大
き

な
共
同
性
の
確
保
と
い
う
意
味
合
い
で
あ
る
。
鷲
田
の
言
う
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
の
解
除
を
伴
う
他
者
と
の
出
逢
い
と
は
、
狭
い
意
味
で
の
共
同

性
の
外
に
向
き
合
う
か
ど
う
か
の
問
題
で
あ
っ
て
、
大
き
な
意
味
で
の
共

同
性
の
解
除
を
意
味
し
な
い
、
と
理
解
で
き
れ
ば
、
定
型
論
と
し
て
当
て

嵌
め
可
能
に
な
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
よ
う
に
理
解
し
た
い
。

鷲
田
が
言
っ
て
い
る
こ
と
で
と
て
も
重
要
な
こ
と
は
、
同
一
性
が
解
除

さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
他
者
と
共
感
し
得
る
場
が
成
立
す
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
一
度
解
体
さ
れ
な
け
れ
ば
他

者
と
共
感
し
合
え
る
場
は
作
れ
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。

同
じ
定
型
と
い
う
こ
と
ば
の
様
式
を
共
有
し
た
か
ら
と
い
っ
て
簡
単
に

は
共
感
し
合
え
る
関
係
は
作
れ
な
い
の
だ
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

そ
う
と
る
と
、
今
ま
で
の
定
型
論
を
真
っ
向
か
ら
否
定
す
る
論
理
に
な
っ

て
し
ま
う
が
、
実
は
、
定
型
と
は
、
そ
の
よ
う
な
同
一
性
の
解
除
と
い
う

契
機
を
含
み
込
ん
だ
も
の
な
の
だ
、
と
思
う
の
で
あ
る
。

定
型
を
介
し
た
他
者
と
の
関
係
は
、
あ
る
問
い
．
答
え
と
い
っ
た
リ
ニ

ア
な
論
理
に
縛
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
問
い
と
答
え
の
間
に
は
い
く
ら
で

も
は
ぐ
ら
か
し
が
あ
り
、
ち
ぐ
は
ぐ
さ
が
あ
り
、
そ
し
て
駆
け
引
き
や
遊

び
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
中
国
少
数
民
族
の
歌
掛
け
の
や
り
と
り
を
見
れ
ば

い
く
ら
で
も
確
認
出
来
る
こ
と
で
あ
り
、
万
葉
歌
の
問
答
に
お
い
て
も
確

認
出
来
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
よ
う
に
見
れ
ば
、
定
型
を
介
し

た
歌
の
掛
け
合
い
は
、
互
い
の
同
一
性
を
い
っ
た
ん
解
除
す
る
と
い
う
見

方
も
充
分
可
能
な
の
で
あ
る
。

同
一
性
を
解
除
す
る
の
は
、
さ
ら
に
深
い
関
係
を
作
る
た
め
で
あ
る
。

む
ろ
ん
そ
れ
に
は
相
互
に
傷
つ
く
と
い
う
リ
ス
ク
を
伴
う
。
少
数
民
族
の

歌
の
掛
け
合
い
に
お
い
て
も
、
喧
嘩
し
て
歌
を
や
め
て
し
ま
う
と
い
う
場

面
に
出
会
う
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
れ
な
ど
は
、
傷
つ
く
と
い
う
代
償
に
耐

え
ら
れ
な
か
っ
た
例
で
あ
ろ
う
。

定
型
と
は
、
互
い
の
同
一
性
を
い
っ
た
ん
解
除
し
な
が
ら
、
互
い
が
よ

り
深
い
関
係
に
入
っ
て
い
く
た
め
の
あ
る
様
式
な
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
鷲
田
の
い
う
〈
間
〉
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
は

な
い
か
・
互
い
を
い
き
な
り
同
一
的
な
共
同
性
に
投
げ
込
む
の
で
は
な
く
、

い
っ
た
ん
そ
れ
ぞ
れ
の
共
同
性
を
解
除
し
な
が
ら
次
第
に
よ
り
強
い
共
同

性
へ
と
た
ぐ
り
寄
せ
て
い
く
、
そ
の
猶
予
を
共
同
的
な
仕
組
み
と
し
て
整

え
た
も
の
が
定
型
な
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
や
は
り
〈
間
〉
と
い
う
よ

う
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
よ
う
。

現
代
歌
人
と
定
型

穂
村
弘
は
定
型
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

-１３-
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穂
村
弘
が
発
見
し
た
と
言
っ
て
も
い
い
今
橋
愛
と
い
う
歌
人
が
い
る
。

次
の
よ
う
な
歌
を
歌
っ
て
い
る
。

自
己
紹
介
文
「
牡
牛
座
」
の
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
当
時
の
私

自
身
の
リ
ア
ル
な
〈
私
〉
は
言
葉
に
よ
る
散
文
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を

寄
せ
付
け
な
い
ほ
ど
激
し
い
非
連
続
性
に
侵
さ
れ
て
い
た
。
強
固
な

連
続
体
と
し
て
の
他
者
と
の
間
に
自
然
な
自
明
性
を
共
有
で
き
な
い

私
は
、
「
自
然
に
ふ
る
ま
う
」
と
い
う
こ
と
が
で
き
ず
人
の
群
れ
に

交
わ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
に
私
は
苦
し
み
、
同
時

に
そ
の
孤
絶
感
を
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ト
に
誇
り
と
し
て
い
た
。

そ
ん
な
私
に
は
、
短
歌
的
自
己
肯
定
作
用
の
助
け
を
借
り
な
け
れ

ば
、
少
な
く
と
も
言
語
に
よ
る
自
己
表
現
は
不
可
能
だ
っ
た
と
思

う
。
〈
私
〉
の
補
強
作
用
は
、
未
来
と
い
う
膨
大
な
時
間
に
圧
倒
さ
れ
、

世
界
の
未
知
性
に
引
き
裂
か
れ
て
分
裂
す
る
私
の
自
己
像
を
ひ
と
つ

に
ま
と
め
る
こ
と
を
許
し
て
く
れ
た
。
私
は
定
型
の
鏡
の
な
か
に
初

め
て
そ
れ
ま
で
一
度
も
見
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
自
分
自
身
の
姿

を
映
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

（「短歌という爆弾』）

あ
あ
ま
ち
に

今
日
も
光
が
さ
し
こ
む
よ

リ
ン
ゴ
の
形
の
ま
ま
で
そ
う

肩
は
ず
れ
そ
う

こ
の
目
。
と
れ
そ
う

胄
か
ら
り
ん
ご
。

自
分
に
向
け
た
「
呪
文
」
の
よ
う
な
歌
で
あ
る
。
た
だ
こ
と
ば
を
器
に

投
げ
込
む
だ
け
が
切
実
な
問
題
で
あ
る
、
と
で
も
い
う
よ
う
な
歌
で
あ
る
。

定
型
が
な
け
れ
ば
、
ど
こ
に
も
つ
な
ぎ
と
め
よ
う
が
な
い
こ
と
ば
の
歌
で

あ
る
。
定
型
の
力
を
あ
る
意
味
で
確
認
さ
せ
ら
れ
る
。

歌
人
福
島
泰
樹
は
塚
本
邦
雄
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
が
、

福
島
が
引
用
す
る
塚
本
邦
雄
の
歌
は
、
こ
れ
ま
で
の
定
型
論
を
象
徴
し
た

ような歌だ。
少
女
死
す
る
ま
で
炎
天
の
縄
跳
び
の
み
づ
か
ら
の
圓
駆
け
抜
け
ら

れぬ全
身
に
旋
律
が
走
り
ま
し
た
。
西
洋
哲
学
科
の
学
生
で
あ
っ
た
私

は
、
こ
の
一
首
に
稚
拙
な
存
在
論
的
解
明
を
試
み
た
も
の
で
す
。

「
ア
イ
ロ
ニ
ー
と
は
、
許
容
で
き
な
い
現
実
か
ら
の
精
一
杯
の
跳

躍
で
あ
り
、
飛
ん
だ
か
ら
と
い
っ
て
断
じ
て
『
み
づ
か
ら
の
圓
』
を

手
や
足
は
し
ば
ら
れ
て
な
い

今
こ
こ
に
い
る
。
の
に
こ
こ
に

す
う
つ
と
す
る
た
め
だ
け
に
な
め
た
あ
め
だ
ま
の
よ
う
に
生
き
て

い
き
そ
う

こ
わ
い
よ
。

ど
こ
に
も
い
な
い

記
憶
。
ど
こ
に
も
う
ち
つ
け
て
痛
い
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現
代
歌
人
の
、
こ
れ
ら
心
の
奥
か
ら
の
叫
び
の
よ
う
な
文
章
や
歌
を

読
む
と
、
こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
定
型
論
は
、
す
べ
て
現
代
に
お
い
て
も

当
て
は
ま
る
も
の
だ
と
確
信
出
来
る
の
で
あ
る
。

駈
け
抜
け
る
こ
と
は
出
来
な
い
、
人
間
存
在
の
悲
劇
性
そ
の
も
の
に

ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
『
縄
跳
』
こ
そ
定
型
と
い
う
極
桔
で
あ
り
、

ま
た
自
由
の
別
名
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
歌
人
の
「
定
型
』
を
選
ん

だ
ゆ
え
に
、
限
界
状
況
に
曝
さ
れ
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

悲
惨
と
栄
光
が
」
あ
る
。
烈
し
い
悲
劇
へ
の
意
志
で
あ
る
と
思
っ
た
。

弓
寺
山
修
司
死
と
生
の
履
歴
書
』
）

参
照
文
献

岡
部
隆
志
・
工
藤

二
○
一
一
年

穂
村
弘
『
短
歌
と
い
う
爆
弾
」
小
学
館
二
○
○
○
年

今
橋
愛
歌
集
『
Ｏ
脚
の
膝
」
北
漠
社
二
○
○
三
年

福
島
泰
樹
『
寺
山
修
司
死
と
生
の
履
歴
書
』
彩
流
社
二
○
一
○
年

古
橋
信
孝
『
万
葉
歌
の
成
立
』
講
談
社
学
術
文
庫
一
九
九
三
年

渡
部
泰
明
「
和
歌
と
は
何
か
』
岩
波
新
書
二
○
○
九
年

川
田
順
造
『
聲
』
筑
摩
書
房
一
九
八
八
年

鷲
田
清
一
「
「
聴
く
」
こ
と
の
力
ｌ
臨
床
哲
学
試
論
』
阪
急
コ
ミ
ュ
ニ
ヶ
ー

『
ア
ジ
ア
民
族
文
化
研
究
』
七
・

ア
ジ
ア
民
族
文
化
学
会
発
行

シ
ョ
ン
ズ
一
九
九
九
年

工
藤
隆
・
西
條
勉
編
『
七
五
調
の
ア
ジ
ア
」
大
修
館
書
店

八
号
二
○
○
八
年
．
二
○
○
九
年
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