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塚
本
邦
雄
と
は
誰
か
。
近
代
短
歌
の
第
一
人
者
は
い
う
ま
で
も
な
く
斎
藤
茂
吉
で
あ
る
が
、現
代
短
歌
の
最
高
峰
は
塚
本
邦
雄
で
あ
る
。

　

お
よ
そ
こ
の
国
に
お
い
て
近
代
と
は
明
治
以
降
、
戦
後
ま
で
の
時
代
で
あ
り
、
現
代
と
は
戦
後
か
ら
今
日
ま
で
を
い
う
。
そ
れ
は
必
ず

し
も
日
時
に
よ
ら
ず
、
そ
の
時
代
の
大
き
な
精
神
を
意
味
す
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

斎
藤
茂
吉
は
一
八
八
二
年
（
明
治
一
五
年
）
に
生
れ
、
一
九
五
三
年
（
昭
和
二
八
年
）
に
亡
く
な
っ
た
。
七
十
一
歳
で
あ
っ
た
。
塚
本

邦
雄
は
一
九
二
〇
年
（
大
正
九
年
）
か
ら
二
〇
〇
五
年
（
平
成
一
七
年
）
ま
で
生
き
た
。
八
十
四
歳
で
あ
る
。
両
者
の
人
生
は
重
な
っ
て

い
る
部
分
も
あ
る
が
、
そ
の
時
代
の
精
神
は
大
き
く
異
っ
て
い
る
。

　

斎
藤
茂
吉
は
日
本
古
来
の
文
学
に
お
い
て
最
も
古
く
、
か
つ
す
ぐ
れ
た
文
学
で
あ
る
短
歌
を
自
ら
の
も
の
と
し
て
確
立
し
た
。
そ
れ
を

古
典
と
し
て
尊
重
す
る
と
と
も
に
、
新
し
い
自
己
を
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
短
歌
を
革
新
し
た
。
そ
し
て
日
本
を
代
表
す
る
知
識
人
の

一
人
と
な
っ
た
。
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そ
れ
に
反
し
て
塚
本
邦
雄
は
短
歌
の
世
界
で
は
、
そ
の
独
自
性
や
博
識
に
よ
っ
て
著
名
で
は
あ
っ
た
け
れ
ど
、
一
般
に
は
そ
れ
ほ
ど
知

ら
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
の
意
味
で
日
本
を
代
表
す
る
存
在
と
は
い
い
難
い
。

　

だ
が
塚
本
が
自
ら
あ
ら
わ
し
た
著
書
は
三
百
五
十
六
冊
も
あ
る
。
そ
れ
も
短
歌
、
俳
句
、
小
説
、
戯
曲
、
評
論
、
エ
ッ
セ
イ
な
ど
、
文

学
の
す
べ
て
の
領
域
に
わ
た
る
作
品
群
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
の
原
稿
は
正
字
、
旧
仮
名
に
よ
っ
て
書
か
れ
て
い
る
。
し
か

も
、
そ
の
書
体
は
き
わ
め
て
す
ぐ
れ
た
筆
跡
で
あ
る
。

　

旧
制
商
業
学
校
の
出
身
で
、
こ
の
よ
う
に
博
く
、
深
い
教
養
と
学
識
に
富
む
人
物
は
他
に
い
な
い
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
塚
本
は
没

後
、
短
歌
の
世
界
を
超
え
た
特
異
な
存
在
と
し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
け
れ
ど
、
一
般
に
は
い
ま
だ
隠
さ
れ
た
存
在
と
い
っ
て

よ
い
。
こ
の
よ
う
な
学
術
研
究
誌
に
「
塚
本
邦
雄
論
」
を
執
筆
す
る
こ
と
は
異
例
と
い
っ
て
よ
い
が
、
せ
め
て
、
そ
の
主
作
品
で
あ
る
短

歌
を
、
短
歌
以
外
の
世
界
に
も
知
ら
せ
た
い
と
ね
が
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

お
よ
そ
塚
本
短
歌
は
森
羅
万
象
に
わ
た
っ
て
お
り
、
そ
の
多
彩
に
お
よ
び
、
深
層
に
ひ
そ
む
、
特
異
に
し
て
華
麗
な
る
世
界
は
短
歌
と

い
う
文
学
の
領
域
を
こ
え
る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
同
時
に
自
己
自
身
の
深
層
に
迫
る
要
素
を
も
有
し
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
　

一　

塚
本
邦
雄
の
前
半
生

　

ま
ず
塚
本
邦
雄
の
前
半
生
の
略
歴
を
楠
見
朋
彦
著
『
塚
本
邦
雄
の
青
春
』（
ウ
エ
ッ
ジ
文
庫
）
を
参
照
し
て
記
し
た
い
。

　

塚
本
は
一
九
二
〇
年
（
大
正
九
年
）
八
月
七
日
に
滋
賀
県
神
崎
郡
南
五
箇
荘
村
字
川
並
、
現
東
近
江
市
五
箇
荘
川
並
町
と
い
う
、
い
わ

ゆ
る
近
江
商
人
の
町
に
生
ま
れ
た
。
父
は
邦
雄
の
生
後
四
箇
月
で
亡
く
な
り
、
母
は
一
九
四
四
年
（
昭
和
一
九
年
）
に
没
し
た
が
、
姉
二
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人
、
兄
一
人
の
末
子
で
あ
っ
た
。

　

南
五
箇
荘
尋
常
高
等
小
学
校
か
ら
滋
賀
県
立
神
崎
商
業
学
校
に
進
み
、
卒
業
後
、
大
阪
の
商
社
又
一
株
式
会
社
に
就
職
し
た
。
そ
し
て

一
九
四
〇
年
（
昭
和
一
五
年
）
に
軍
隊
に
召
集
さ
れ
る
。
の
ち
歌
集
『
波
瀾
』（
一
九
八
九
年
）
に
、
そ
の
時
の
お
も
い
を
詠
ん
で
い
る
。

｢

春
の
夜
の
夢
ば
か
り
な
る
枕
頭
に
あ
っ
あ
か
ね
さ
す
召
集
令
狀｣

　

翌
一
九
四
一
年
（
昭
和
一
六
年
）
に
呉
海
軍
工
廠
に
徴
用
さ
れ
る
。
そ
れ
で
も
呉
の
町
で
休
日
に
は
映
画
を
観
賞
し
、古
書
肆
を
尋
ね
、

音
楽
を
聴
い
た
り
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
映
画
、
ジ
ュ
リ
ア
ン
・
デ
ュ
ヴ
ィ
ヴ
ェ
の
「
モ
ン
パ
ル
ナ
ス
の
夜
」
に
堪
能
し
、
太
宰
治
の
『
晩
年
』

や
中
島
敦
の
『
光
と
風
と
夢
』
な
ど
を
愛
読
し
、
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
や
レ
ス
ピ
ー
ギ
の
曲
に
傾
倒
す
る
。

　

し
か
も
、
す
で
に
短
歌
は
詠
ん
で
い
た
。「
伊
吹
嶺
の
紫
に
耀て

る
あ
か
と
き
は
こ
こ
ろ
も
に
ほ
ふ
わ
が
故
郷
や
」、「
い
つ
の
日
か
つ
ひ

の
別
れ
は
あ
り
と
知
れ
今
宵
は
母
と
肩
寄
せ
て
眠
る
」
な
ど
。
や
が
て
米
軍
の
本
土
空
襲
が
は
げ
し
く
な
り
、
呉
で
は
原
子
爆
弾
の
雲
が

立
ち
上
っ
て
い
く
光
景
を
眼
の
あ
た
り
に
し
た
。

　

そ
し
て
一
九
四
五
年（
昭
和
二
〇
年
）八
月
十
五
日
に
敗
戦
と
な
る
。
塚
本
は
故
郷
近
江
に
帰
り
、会
社
に
も
復
職
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

歌
誌
『
青
樫
』
の
歌
会
に
参
加
し
て
、
竹
島
慶
子
を
知
っ
た
。
慶
子
は
一
九
二
六
年
（
大
正
一
五
年
）
に
生
れ
、
奈
良
県
北
葛
城
郡
に
居

住
す
る
女
性
で
あ
っ
た
。「
夕
虹
に
む
か
ひ
て
佇
ち
ぬ
ち
か
ぢ
か
と
ま
だ
觸
れ
ぬ
君
の
く
ち
び
る
紅
し
」。
や
が
て
二
人
は
結
婚
す
る
。
そ

し
て
長
男
塚
本
青
史
が
生
ま
れ
た
。
青
史
は
中
国
の
古
典
的
人
物
を
小
説
に
著
す
作
家
と
な
り
、
父
の
あ
と
を
継
い
で
歌
誌
『
玲
瓏
』
の

編
集
に
も
当
っ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
塚
本
の
母
方
の
叔
父
に
あ
た
る
外
村
吉
之
介
は
元
メ
ソ
ヂ
ス
ト
教
会
、
の
ち
日
本
基
督
教
団
倉
敷
教
会
の
牧
師
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
英
国
の
詩
人
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ブ
レ
ー
ク
を
熟
読
し
、
民
芸
作
品
を
愛
好
し
て
、
の
ち
倉
敷
民
芸
館
の
館
長
と
な
っ
た
人
物
で
あ
る
。

　

そ
の
外
村
が
甥
の
塚
本
邦
雄
に
聖
書
を
与
え
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
聖
書
を
塚
本
は
「
幼
い
頃
か
ら
片
時
も
離
し
た
こ
と
は
な
い
」
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と
言
っ
て
い
る
。
も
と
よ
り
文
語
訳
の
聖
書
で
あ
る
。
塚
本
は
戦
後
の
口
語
訳
の
聖
書
を
嫌
う
、ど
こ
ろ
か
否
定
す
る
。
晩
年
の
歌
集『
風

雅
黙
示
録
』（
一
九
九
六
年
）
の
な
か
に
、「
弟
な
れ
ど
張
り
倒
す
べ
し
卓
上
に
現
代
語
譯
『
ソ
ロ
モ
ン
の
雅
歌
』」
と
あ
る
。

　

こ
の
文
語
訳
の
聖
書
を
生
涯
に
わ
た
っ
て
愛
読
、
熟
読
し
た
と
こ
ろ
か
ら
、
塚
本
邦
雄
独
自
の
思
想
が
生
ま
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
　
　

二　

短
歌
に
お
け
る
思
想

　

塚
本
邦
雄
に
お
け
る
短
歌
の
特
異
性
、
独
自
性
と
は
な
に
か
。
そ
の
こ
と
を
短
歌
と
い
う
文
学
上
の
問
題
と
し
て
、
と
い
う
よ
り
は
思

想
上
の
問
題
と
し
て
考
え
て
み
た
い
。
塚
本
は
思
想
と
い
う
独
自
の
広
い
領
域
に
お
い
て
も
、聖
書
を
重
要
な
存
在
と
し
て
考
慮
し
て
い
る
。

　

文
学
と
思
想
は
ど
の
よ
う
に
相
違
す
る
か
、
ま
た
重
複
す
る
か
、
と
い
う
問
題
は
重
要
で
あ
る
。
十
八
世
紀
か
ら
二
十
世
紀
に
か
け
て

世
界
の
文
学
は
文
学
と
思
想
を
峻
別
す
る
こ
と
な
く
、
す
ぐ
れ
た
文
学
に
は
思
想
が
あ
る
と
思
わ
れ
て
き
た
。
ゲ
ー
テ
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス

キ
ー
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
二
十
世
紀
に
あ
ら
わ
れ
た
カ
ミ
ュ
の
文
学
に
も
思
想
性
は
十
分
に
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
し
て

世
界
の
多
く
の
人
々
が
文
学
を
愛
好
し
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
二
十
一
世
紀
に
な
っ
て
文
学
か
ら
思
想
が
抜
け
落
ち
、
思
想
性
を
持
た
な
い
文
学
が
多
く
な
っ
た
。
現
代
で
は
日
本
で
も
外
国

で
も
、
い
ま
や
文
学
に
は
ほ
と
ん
ど
思
想
性
が
見
ら
れ
な
い
。
文
学
は
真
の
意
味
で
お
も
し
ろ
く
な
く
な
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

そ
の
原
因
は
な
に
か
、
い
か
に
す
れ
ば
文
学
に
思
想
性
を
回
復
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
こ
の
問
題
は
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。
い
ま

や
思
想
性
を
有
す
る
す
ぐ
れ
た
文
学
を
創
作
し
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
熟
読
す
る
こ
と
が
急
務
で
あ
ろ
う
。

　

文
学
と
い
っ
て
も
多
く
の
ジ
ャ
ン
ル
が
あ
る
。
そ
の
な
か
で
小
説
は
重
要
な
要
素
で
あ
る
。
し
か
し
日
本
に
は
古
代
か
ら
短
歌
と
い
う
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文
学
形
式
が
あ
っ
た
。
日
本
に
お
け
る
最
初
に
し
て
、
最
大
の
小
説
は
『
源
氏
物
語
』
で
あ
る
が
、
こ
の
小
説
に
は
多
く
の
短
歌
が
含
ま

れ
て
い
る
。
短
歌
は
物
語
と
い
う
小
説
を
成
り
立
た
し
め
て
い
る
要
素
と
い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

　

い
や
『
源
氏
物
語
』
に
先
立
っ
て
、
八
世
紀
に
は
今
日
に
至
る
ま
で
最
大
の
歌
集
と
い
わ
れ
る
『
万
葉
集
』
が
創
ら
れ
た
。
い
や
、
そ

れ
以
前
に
『
記
紀
歌
謡
』
と
い
う
、史
書
の
な
か
に
含
ま
れ
た
古
代
歌
謡
が
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
日
本
文
学
の
発
祥
は
和
歌
、

そ
の
多
く
が
短
歌
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。

　

短
歌
は
日
本
文
学
の
根
源
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
は
深
渕
に
し
て
微
妙
な
思
想
性
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
『
記
紀
歌
謡

集
』に
あ
る「
小お

ば
や
し林

に
我
を
引ひ

き

入れ

て
姧せ

し
人
の
面お

も
ても

知
ら
ず
家
も
知
ら
ず
も
」。
明
る
い
林
の
中
に
私
を
ひ
き
入
れ
た
人
の
顔
も
知
ら
な
い
、

家
も
知
ら
な
い
。
け
れ
ど
も
そ
の
人
の
こ
と
が
気
に
な
る
、
と
い
っ
た
歌
で
あ
る
。
彼
女
は
そ
の
男
の
行
為
を
ゆ
る
し
て
い
る
。
男
女
の

微
妙
な
思
想
が
う
た
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
『
万
葉
集
』
巻
二
に
あ
る
大
伯
皇
女
が
弟
大
津
皇
子
の
大
和
に
で
か
け
る
の
を
見
送
る
歌
、「
二
人
行
け
ど
行
き
過
ぎ
か
た
き
秋

山
を
い
か
に
か
君
が
ひ
と
り
越
ゆ
ら
む
」。
大
津
皇
子
は
の
ち
に
謀
反
の
罪
で
処
刑
さ
れ
る
。
そ
の
弟
を
見
送
る
姉
の
切
実
な
想
い
が
伝

わ
っ
て
く
る
で
は
な
い
か
。

　

さ
ら
に
『
新
古
今
和
歌
集
』
巻
二
に
あ
る
式
子
内
親
王
の
歌
、「
は
か
な
く
て
過
ぎ
に
し
か
た
を
か
ぞ
う
れ
ば
花
に
も
の
思
ふ
春
ぞ
経

に
け
る
」。
歌
の
背
後
に
あ
る
秘
め
ら
れ
た
感
情
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
花
に
か
く
さ
れ
た
深
い
思
い
が
う
た
わ
れ
て
い
る
。

　

そ
し
て
現
代
、
塚
本
邦
雄
の
歌
に
は
思
想
性
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。
第
二
歌
集
『
裝カ

デ
ン飾

樂ツ

句ァ

』
の
一
首
。

　

イ
エ
ス
に
肖
た
る
郵
便
夫
来
て
鮮
紅
の
鞄
の
口
を
暗
く
ひ
ら
け
り
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日
常
の
風
景
の
な
か
に
垣
間
見
た
一
瞬
の
非
日
常
的
な
お
ど
ろ
き
で
あ
る
。

　

ど
こ
か
イ
エ
ス
に
似
て
い
る
郵
便
夫
が
や
っ
て
き
た
こ
と
が
第
一
の
お
ど
ろ
き
で
あ
り
、
鞄
の
口
を
開
く
と
、
そ
れ
は
暗
紅
色
で
あ
っ

た
と
い
う
の
が
第
二
の
お
ど
ろ
き
で
あ
る
。

　

思
想
を
お
ど
ろ
き
と
し
て
、し
か
も
そ
れ
が
二
度
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、こ
の
歌
の
特
徴
で
あ
る
。「
暗
く
ひ
ら
け
り
」
と
い
う
、

ひ
そ
か
な
開
示
が
あ
る
。
日
常
の
ふ
だ
ん
の
風
景
の
な
か
に
お
ど
ろ
く
べ
き
こ
と
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
こ
こ
に
は
よ
く
現
さ
れ
て
い

る
。「
お
ど
ろ
き
」
は
単
な
る
感
覚
で
は
な
い
。
思
想
で
あ
る
。

　

古
代
か
ら
現
代
ま
で
思
想
と
い
う
も
の
は
文
学
の
、
そ
れ
も
短
歌
の
中
に
ひ
そ
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　

三　

逆
信
仰
と
は
な
に
か

　

塚
本
邦
雄
は
そ
の
後
も「
逆
信
仰
の
思
想
」を
う
た
い
続
け
て
い
く
。「
逆
信
仰
」と
は
な
に
か
。
逆
信
仰
は
い
わ
ゆ
る
信
仰
で
は
な
い
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
は
あ
る
意
味
で
「
信
仰
」
で
あ
る
。

　
「
逆
信
仰
」
は
「
異
端
」
で
は
な
い
。
異
端
は
信
仰
に
対
立
し
、
反
逆
す
る
け
れ
ど
、
そ
の
主
張
は
正
統
と
お
な
じ
土
俵
に
上
っ
て
、

た
た
か
う
こ
と
に
お
い
て
発
揮
さ
れ
る
。
し
か
し
逆
信
仰
は
信
仰
を
否
定
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
信
仰
を
否
定
す
る
こ
と
を
そ
の
ま
ま

「
信
仰
」
と
し
て
主
張
す
る
立
場
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
新
し
い
思
想
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

逆
信
仰
は
キ
リ
ス
ト
を
信
じ
な
い
け
れ
ど
も
、
イ
エ
ス
に
か
か
わ
る
と
い
う
態
度
に
あ
ら
わ
さ
れ
る
。
イ
エ
ス
は
単
な
る
人
名
で
あ
る

が
、
キ
リ
ス
ト
は
救
世
主
を
意
味
す
る
称
号
で
あ
る
。
イ
エ
ス
は
キ
リ
ス
ト
と
は
言
わ
な
か
っ
た
。
自
ら
を
「
人
の
子
」
と
言
っ
た
だ
け



逆信仰の思想

7

で
あ
る
。
し
か
し
、
イ
エ
ス
の
死
後
、
イ
エ
ス
の
考
え
に
反
し
て
、
キ
リ
ス
ト
に
仕
立
て
あ
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

イ
エ
ス
を
キ
リ
ス
ト
や
神
と
し
て
信
じ
る
の
が
信
仰
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
イ
エ
ス
に
人
間
と
し
て
出
会
い
、
か
か
わ
り
を
覚
え
る
、
と

い
う
の
が
逆
信
仰
で
あ
る
。

　

塚
本
は
自
選
歌
集
『
眩
暈
祈
祷
書
』
の
末
尾
に
、「
キ
リ
ス
ト
に
か
つ
て
も
今
も
関
り
は
な
い
。
も
と
よ
り
神
、
唯
一
超
越
神
を
信
じ

た
こ
と
も
な
い
。
私
が
出
会
っ
た
の
は
ナ
ザ
レ
生
れ
の
青
年
イ
エ
ス
で
あ
っ
た
」
と
記
し
て
い
る
。
逆
信
仰
は
キ
リ
ス
ト
を
信
じ
な
い
け

れ
ど
、
イ
エ
ス
に
関
心
を
も
つ
と
い
う
あ
き
ら
か
な
態
度
と
し
て
あ
ら
わ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

歴
史
上
の
人
物
で
あ
る
イ
エ
ス
を
神
の
子
や
キ
リ
ス
ト
と
信
ず
る
の
が
信
仰
で
あ
る
な
ら
、
イ
エ
ス
に
人
間
と
し
て
出
会
い
、
か
か
わ

る
の
が
逆
信
仰
で
あ
る
、
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

塚
本
は
初
期
の
第
二
歌
集
『
裝カ

デ
ン飾

樂ツ

句ァ

』
に
お
い
て
「
キ
リ
ス
ト
の
齡と

し

死
な
ず
し
て
あ
か
と
き
を
水
飲
む
と
此
の
あ
は
き
樂
慾
」
と
詠

ん
で
い
る
が
、当
時
は
イ
エ
ス
と
キ
リ
ス
ト
の
区
別
を
厳
密
に
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
第
十
歌
集
『
さ
れ
ど
游
星
』

に
お
い
て
は
「
キ
リ
ス
ト
と
イ
エ
ス
の
閒は

ざ
ま嚴

し
き
に
あ
や
ま
ち
て
た
そ
が
れ
の
ひ
る
が
ほ
」
と
詠
ん
で
、
そ
の
誤
り
を
認
め
て
い
る
。

　
　
　

四　
「
閑
雅
空
間
」

　
「
逆
信
仰
と
は
な
に
か
」
に
つ
い
て
は
こ
れ
く
ら
い
に
し
た
い
。
さ
ら
に
詳
し
く
は
一
九
七
四
年
（
昭
和
四
九
年
）
に
審
美
社
か
ら
刊

行
し
た
拙
著
『
塚
本
邦
雄
論
︱
逆
信
仰
の
歌
』
に
の
べ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

　

塚
本
邦
雄
の
第
一
歌
集
『
水
葬
物
語
』
か
ら
第
十
歌
集
『
さ
れ
ど
遊
星
』
ま
で
は
す
で
に
、
さ
き
の
著
書
に
の
べ
た
の
で
、
そ
の
後
の
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第
十
一
歌
集
以
降
、
第
二
十
四
歌
集
に
至
る
ま
で
を
論
じ
る
こ
と
に
す
る
。「
逆
信
仰
の
思
想
」
を
テ
ー
マ
と
し
て
、
そ
の
問
題
に
触
れ

た
歌
を
と
り
あ
げ
た
い
。
た
だ
、
こ
の
あ
と
塚
本
の
歌
集
で
は
逆
信
仰
の
問
題
に
觸
れ
な
い
短
歌
が
多
く
な
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
を
こ

こ
で
断
っ
て
お
き
た
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
量
的
な
問
題
で
あ
っ
て
、
塚
本
の
思
想
が
質
的
に
変
化
し
た
こ
と
を
意
味
し
な
い
。

　

イ
エ
ス
に
扮
し
た
り
け
る
イ
エ
ス
霜
月
の
噴
水
が
苦
し
み
て
水
噴
く

　

イ
エ
ス
に
扮
し
た
イ
エ
ス
と
は
、
イ
エ
ス
を
よ
そ
お
っ
た
よ
う
な
人
物
の
彫
刻
で
あ
る
。
そ
れ
が
空
に
水
を
噴
き
あ
げ
て
い
る
。
お
り

か
ら
十
一
月
、
も
は
や
噴
水
の
季
節
で
は
な
い
が
、
そ
の
さ
ま
は
あ
た
か
も
イ
エ
ス
に
扮
し
た
人
物
の
ご
と
く
見
え
る
。「
苦
し
み
て
」

の
句
が
こ
の
歌
に
お
い
て
は
、
唯
一
の
「
真
実
」
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
霜
月
の
街
頭
で
見
か
け
た
光
景
で
あ
る
。

　

親お
や

不し
ら
ず知　

そ
こ
ひ
た
す
ら
に
驅
抜
け
て
死
海
の
鹽
の
香
の
乳
母
車

　

親
不
知
は
新
潟
県
糸
魚
川
の
険
路
に
あ
る
。
乳
母
車
は
そ
の
け
わ
し
い
路
を
ひ
た
す
ら
駆
抜
け
る
。
は
る
か
な
る
距
離
で
あ
る
。
や
が

て
イ
ス
ラ
エ
ル
の
南
方
、
死
海
に
出
て
く
る
。
塩
の
香
が
た
ち
こ
め
て
い
る
。

　

か
つ
て
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
の
映
画
に
あ
っ
た
「
戦
艦
ポ
チ
ョ
ム
キ
ン
」
の
一
場
面
、
虐
殺
の
シ
ー
ン
で
あ
り
、
乳
母
車
が
オ
デ
ッ
サ
の
階
段

を
逆
方
向
に
馳
け
お
り
る
光
景
が
描
か
れ
て
い
た
。
す
で
に
あ
げ
た
第
五
歌
集
『
綠
色
研
究
』
に
「
出
埃
及
記
と
や　

群
青
の
海
さ
し
て

乳
母
車
う
し
ろ
む
き
に
走
る
」
が
あ
る
。

　

こ
こ
で
は
乳
母
車
は
日
本
の
親
不
知
か
ら
イ
ス
ラ
エ
ル
の
死
海
ま
で
、
は
る
か
な
る
距
離
を
た
だ
ひ
た
す
ら
に
走
る
。
親
知
ら
ず
の
子
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供
は
つ
い
に
死
海
に
没
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
親
に
先
立
た
れ
た
子
は
苦
労
し
な
が
ら
も
生
き
な
が
ら
え
た
と
し
て
も
、
の
ち
、
い
つ
か
は

死
ぬ
。
し
か
し
あ
た
り
の
風
景
は
い
つ
ま
で
も
美
し
い
。

　

榲マ
ル
メ
ロ桲

の
よ
ど
む
か
を
り
や
お
ろ
さ
れ
て
イ
エ
ス
が
い
ま
一
度
死
に
は
じ
む

　

春
の
ゆ
う
べ
、イ
エ
ス
は
十
字
架
に
か
け
ら
れ
て
亡
く
な
っ
た
。や
が
て
と
り
お
ろ
さ
れ
た
イ
エ
ス
は
安
堵
し
た
の
か
、い
ま
一
度
、ゆ
っ

く
り
と
死
に
は
じ
め
た
。
あ
た
り
は
榲
桲
の
香
が
立
ち
こ
め
て
い
る
。

　

榲
桲
は
薔
薇
科
の
落
葉
樹
、
花
は
淡
紅
色
、
果
実
は
黄
色
球
形
で
甘
酸
っ
ぱ
い
香
気
が
あ
る
。
イ
エ
ス
は
そ
の
香
に
つ
つ
ま
れ
て
、
死

ん
で
ゆ
く
。
十
字
架
上
で
の
贖
罪
の
死
な
ど
で
は
な
い
。
女
人
に
か
こ
ま
れ
て
十
字
架
か
ら
お
ろ
さ
れ
、
安
堵
す
る
か
の
よ
う
に
、
ゆ
っ

く
り
と
死
に
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。

　

斷
食
に
イ
エ
ス
い
ざ
な
ふ
わ
が
牀と

こ

は
霜
ぞ
き
ら
め
く
ご
ぎ
や
う
は
こ
べ
ら

　

洗
礼
者
の
ヨ
ハ
ネ
は
イ
エ
ス
を
断
食
に
誘
っ
た
。
霜
が
い
ち
め
ん
に
降
り
て
い
る
野
に
御ご

ぎ
ょ
う形

や
繁は

こ
べ
ら蔞

が
群
生
し
て
い
た
。

　

だ
が
、
ヨ
ハ
ネ
は
ヘ
ロ
デ
ヤ
の
妻
の
讒ざ

ん
げ
ん言

に
よ
っ
て
殺
害
さ
れ
た
。
イ
エ
ス
は
ひ
と
り
ガ
リ
ラ
ヤ
の
野
に
出
た
。
敬
愛
し
て
い
た
ヨ
ハ

ネ
は
も
は
や
い
な
い
。
イ
エ
ス
は
決
意
し
た
。
洗
礼
も
断
食
も
む
な
し
い
。
自
ら
の
考
え
を
人
々
に
伝
え
る
だ
け
だ
。
ガ
リ
ラ
ヤ
遊
行
は

こ
こ
か
ら
始
っ
た
。
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香
料
店
晝
の
燈ひ

ゆ
る
る
神
學
を
こ
こ
ろ
ざ
し
け
る
お
と
う
と
い
づ
こ

　

町
か
ど
の
香
料
店
に
は
昼
間
な
の
に
燈
が
つ
い
て
い
る
。
電
燈
を
消
し
忘
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
店
に
入
る
と
、
い
つ
も
い
る
弟
が
い
な

い
。
神
学
を
学
び
た
い
と
言
っ
て
い
た
弟
だ
っ
た
け
れ
ど
。
も
う
神
学
は
や
め
た
の
だ
ろ
う
か
。
弟
は
ど
こ
へ
い
っ
た
の
か
。
し
ば
ら
く

会
わ
な
か
っ
た
こ
と
が
気
が
か
り
に
な
っ
て
き
た
。

　

昼
間
も
燈
の
と
も
っ
て
い
る
香
料
店
。
最
高
の
学
問
と
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
、
じ
つ
は
最
低
の
学
問
で
し
か
な
い
神
学
。
そ
の
矛
盾
と

あ
や
う
さ
と
が
相
応
し
て
い
る
。

　

あ
れ
は
水
陽か

げ
ろ
ふ炎

の
ひ
び
き
か
サ
ン
マ
ル
コ
寺
院
よ
り
神
立
ち
去
る
音
か

　
『
マ
ル
コ
伝
福
音
書
』
の
著
者
マ
ル
コ
を
祀
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
サ
ン
マ
ル
コ
寺
院
。
あ
た
り
か
ら
、
か
す
か
な
音

響
が
ひ
び
い
て
く
る
。
水
面
に
光
が
ゆ
ら
め
い
て
い
る
。
水
陽
炎
の
ひ
び
き
だ
ろ
う
か
。
い
や
、そ
れ
と
も
神
が
立
ち
去
っ
て
い
く
音
か
。

　

教
会
か
ら
神
が
立
ち
去
る
、
と
は
塚
本
邦
雄
独
自
の
表
現
で
あ
る
。
は
た
し
て
神
は
教
会
に
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
も
は
や
、
神
は
教
会

を
立
ち
去
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
い
や
、
神
は
存
在
で
も
非
存
在
で
も
な
い
。
た
だ
水
陽
炎
の
ひ
び
き
だ
け
が
か
す
か
に
聴
え
て
く
る
。

　
『
マ
ル
コ
伝
福
音
書
』
は
他
の
福
音
書
よ
り
も
早
く
書
か
れ
た
と
い
う
の
が
聖
書
学
の
通
説
で
あ
る
が
、
最
近
、『
マ
タ
イ
伝
福
音
書
』

が
も
っ
と
も
早
く
、
マ
ル
コ
は
イ
エ
ス
に
会
っ
た
こ
と
の
な
い
パ
ウ
ロ
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
い
う
説
が
あ
る
。

　

パ
ウ
ロ
は
イ
エ
ス
を
救
世
主
キ
リ
ス
ト
に
し
て
、
の
ち
に
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
宗
教
を
作
っ
た
人
物
で
あ
る
。
イ
エ
ス
は
パ
ウ
ロ
と
は

ま
っ
た
く
面
識
が
な
い
。
イ
エ
ス
は
キ
リ
ス
ト
で
は
な
く
、
イ
エ
ス
の
死
後
に
作
ら
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
と
も
関
係
が
な
い
。「
サ
ン
マ
ル
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コ
寺
院
よ
り
神
」
が
「
立
ち
去
る
」
の
も
当
然
で
あ
ろ
う
。
イ
エ
ス
は
神
を
信
じ
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
が
、
神
と
は
な
に
か
を
説
く
こ

と
は
な
か
っ
た
。

　
　
　

五　
「
天
變
の
書
」

　

復
活
祭
百
の
蠟
燭
乳
白
の
花
な
び
き
つ
つ
イ
エ
ス
を
焦
が
す

　

復
活
祭
と
は
な
に
か
。
い
っ
た
い
イ
エ
ス
は
復
活
し
た
の
か
。
人
間
と
し
て
生
ま
れ
た
イ
エ
ス
は
、
そ
の
後
、
十
字
架
上
で
亡
く
な
っ

た
。
そ
れ
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
死
ん
だ
イ
エ
ス
を
神
と
す
る
信
仰
に
よ
っ
て
、生
き
か
え
っ
た
と
さ
れ
た
。
復
活
と
は
イ
エ
ス
の
死
後
、

キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
宗
教
の
つ
く
っ
た
欺
瞞
で
あ
る
。
イ
エ
ス
は
死
ん
だ
ゆ
え
に
多
く
の
人
々
に
感
動
を
与
え
た
。
自
分
も
そ
の
よ
う
に

死
に
た
い
と
思
う
人
こ
そ
、
イ
エ
ス
に
ふ
さ
わ
し
い
人
間
だ
ろ
う
。

　
「
死
ね
ば
死
に
き
り
、
自
然
は
水
際
だ
っ
て
ゐ
る
」
と
い
っ
た
の
は
高
村
光
太
郎
で
あ
る
。
百
の
爉
燭
も
乳
白
の
花
々
も
、
そ
の
死
の

み
ご
と
さ
を
讃
え
る
も
の
で
し
か
な
い
。「
イ
エ
ス
を
焦
が
す
」
の
語
は
イ
エ
ス
の
復
活
説
に
対
す
る
痛
烈
な
批
判
で
あ
る
。

　

孌
童
ヨ
ハ
ネ
そ
の
の
ち
の
夜
夜
麥
熟
る
る
ご
と
く
汝な

が
た
ま
し
ひ
も
熟
れ
た
り

　

孌
童
の
孌れ

ん

は
「
美
し
い
」
の
意
。
し
た
が
っ
て
孌
童
は
美
少
年
を
あ
ら
わ
す
。
そ
し
て
ヨ
ハ
ネ
と
は
聖
書
の
な
か
に
数
多
く
出
て
く
る
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人
物
の
名
で
あ
る
。

　

イ
エ
ス
に
洗
礼
を
授
け
た
バ
プ
テ
ス
マ
の
ヨ
ハ
ネ
。
兄
と
と
も
に
イ
エ
ス
の
最
初
の
弟
子
と
な
っ
た
ガ
ラ
リ
ヤ
湖
の
漁
夫
ゼ
ベ
ダ
イ
の

子
ヨ
ハ
ネ
。『
ヨ
ハ
ネ
伝
福
音
書
』
の
執
筆
者
ヨ
ハ
ネ
。
あ
る
い
は
『
ヨ
ハ
ネ
黙
示
録
』
を
記
し
た
ヨ
ハ
ネ
な
ど
。

　

こ
の
ヨ
ハ
ネ
と
は
誰
だ
ろ
う
か
。
イ
エ
ス
の
最
初
の
弟
子
と
な
っ
た
漁
夫
の
若
き
ヨ
ハ
ネ
で
あ
ろ
う
。
麦
が
毎
夜
、
熟
れ
て
い
く
よ
う

に
、
そ
の
魂
も
熟
れ
て
ゆ
く
。
身
体
も
精
神
も
熟
し
て
い
く
に
つ
れ
て
。
わ
け
て
も
イ
エ
ス
に
愛
さ
れ
た
ヨ
ハ
ネ
で
あ
る
。
そ
し
て
ヨ
ハ

ネ
も
ま
た
イ
エ
ス
を
愛
し
て
い
た
。

　

さ
ら
に
イ
エ
ス
は
最
後
に
、
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
る
前
に
ヨ
ハ
ネ
を
母
マ
リ
ヤ
に
渡
し
た
と
い
う
。
こ
れ
は
『
ヨ
ハ
ネ
伝
福
音
書
』
第

十
九
章
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
「
イ
エ
ス
そ
の
母
と
そ
の
愛
す
る
弟
子
と
の
近
く
立
て
る
を
見
て
、
母
に
言
ひ
給
ふ
『
を
ん
な
よ
、
視
よ
、
な
ん
ぢ
の
子
な
り
』
ま
た

弟
子
に
言
い
た
ま
ふ
『
視
よ
、
な
ん
ぢ
の
母
な
り
』
こ
の
時
よ
り
、
そ
の
弟
子
か
れ
を
己
が
家
に
接う

け
た
り
。」

　

こ
れ
は
『
ヨ
ハ
ネ
伝
福
音
書
』
の
み
に
あ
る
記
事
で
、
事
実
と
は
言
い
が
た
い
が
、
イ
エ
ス
の
ヨ
ハ
ネ
へ
の
愛
が
よ
く
現
れ
て
い
る
。

　
　
　

六　
「
歌
人
」

　

大
寒
の
あ
か
と
き
昏
し
除ぢ

ょ
か
う酵

麵パ

麭ン

イ
エ
ス
の
咽の

喉ど

踰こ

ゆ
る
こ
ろ
ほ
ひ
か

　

イ
エ
ス
は
大
寒
の
暁
、
除
酵
節
の
初
め
の
日
、
ま
だ
昏く

ら

い
時
刻
、
弟
子
達
と
と
も
に
除
酵
の
パ
ン
を
食
べ
て
い
た
。
毎
年
、
こ
の
季
節
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に
は
先
祖
イ
ス
ラ
エ
ル
人
が
エ
ジ
プ
ト
を
脱
出
し
た
昔
を
偲
ん
で
、
酵
素
を
入
れ
ず
に
急
い
で
焼
い
た
か
た
い
パ
ン
を
食
べ
る
な
ら
わ
し

に
な
っ
て
い
る
。

　

そ
の
パ
ン
が
人
々
の
咽
喉
を
こ
え
る
頃
、
イ
エ
ス
は
言
っ
た
。「
ま
こ
と
に
汝
ら
に
告
ぐ
。
汝
の
中
の
一
人
わ
れ
を
賣
ら
ん
」
と
。
弟

子
た
ち
は
こ
の
突
然
の
発
言
に
お
ど
ろ
い
た
。
そ
し
て
口
々
に
「
主
よ
、
わ
れ
な
る
か
」
と
言
っ
た
。

　

イ
エ
ス
は「
人
の
子
を
賣
る
者
は
禍わ

ざ
わ
ひ害

な
る
か
な
、そ
の
人
は
生
れ
ざ
り
し
方か

た

よ
か
り
し
も
の
を
」。
近
く
に
い
た
ユ
ダ
が
言
っ
た
。「
ラ

ビ
、
我
な
る
か
」。
イ
エ
ス
は
言
っ
た
。「
な
ん
ぢ
の
言
へ
る
如
し
」。

　

の
ち
に
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
を
は
じ
め
多
く
の
画
家
が
描
い
た
図
で
あ
る
。『
マ
タ
イ
伝
福
音
書
』
第
二
十
六
章
で
は
夕
食

で
あ
る
が
、
こ
の
短
歌
で
は
朝
食
の
時
刻
の
出
来
事
で
あ
る
。
そ
れ
も
パ
ン
が
イ
エ
ス
の
咽
喉
を
こ
え
る
頃
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い

る
。
そ
の
あ
と
ユ
ダ
は
イ
エ
ス
を
ユ
ダ
ヤ
教
団
に
告
訴
す
る
。

　

近
年
一
九
七
〇
年
に
エ
ジ
プ
ト
、
ナ
イ
ル
河
の
中
流
で
発
見
さ
れ
た
グ
ノ
ー
シ
ス
教
団
の
『
ユ
ダ
に
よ
る
福
音
書
』
に
よ
れ
ば
、
イ
エ

ス
は
ユ
ダ
と
親
し
く
、
す
べ
て
は
二
人
で
打
合
わ
せ
た
行
為
だ
と
い
う
。
事
実
か
ど
う
か
、
二
千
年
以
前
の
こ
と
ゆ
え
、
真
相
は
不
明
で

あ
る
。
文
学
と
し
て
の
詩
歌
は
真
相
を
描
く
も
の
で
は
な
く
、
自
由
な
発
想
を
表
現
す
る
も
の
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。

　

と
も
あ
れ
、
こ
の
短
歌
は
大
寒
の
朝
、
堅
い
除
酵
麵
麭
が
そ
れ
を
口
に
し
た
イ
エ
ス
の
咽
喉
を
踰
え
る
こ
ろ
、
と
い
う
微
妙
な
時
刻
を

示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
あ
と
に
起
る
劇
的
な
出
来
事
を
描
こ
う
と
し
て
い
る
。
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七　
「
波
瀾
」

　

大
工
ヨ
セ
フ
の
末
路
お
も
ひ
て
そ
び
や
か
す
ひ
だ
り
肩
は
つ
な
つ
の
夕
暮

　

ヨ
セ
フ
と
い
う
イ
エ
ス
の
父
親
に
関
す
る
言
及
は
聖
書
に
は
わ
ず
か
し
か
な
い
が
、
塚
本
邦
雄
は
し
ば
し
ば
歌
に
し
て
い
る
。
世
間
で

は
母
親
マ
リ
ヤ
の
ほ
う
が
ヨ
セ
フ
よ
り
も
は
る
か
に
好
ま
れ
て
い
る
の
だ
が
。

　

だ
が
、
イ
エ
ス
は
マ
リ
ヤ
に
つ
い
て
多
く
の
世
論
の
よ
う
に
は
愛
し
て
い
な
か
っ
た
。
成
人
し
た
イ
エ
ス
が
福
音
書
の
中
で
マ
リ
ヤ
と

か
か
わ
る
場
面
は
三
箇
所
し
か
な
い
。
一
つ
は
『
マ
タ
イ
伝
福
音
書
』
第
十
二
章
と
『
マ
ル
コ
伝
福
音
書
』
第
三
章
と
『
ル
カ
伝
福
音

書
』
第
八
章
に
あ
っ
て
共
通
し
て
い
る
。
イ
エ
ス
が
人
々
に
話
を
し
て
い
る
所
へ
、
母
と
兄
弟
が
き
て
会
い
た
い
と
言
っ
た
時
、
イ
エ
ス

は
「
わ
が
母
と
は
誰
ぞ
、
わ
が
兄
弟
と
は
誰
ぞ
。
視
よ
、
こ
れ
は
わ
が
母
、
わ
が
兄
弟
な
り
。
誰
に
で
も
天
に
い
ま
す
我
が
父
の
御み

意こ
ゝ
ろを

行
ふ
も
の
は
、
わ
が
母
、
わ
が
兄
弟
な
り
」
と
言
っ
た
と
い
う
。

　

ま
た
『
ル
カ
伝
福
音
書
』
第
十
一
章
に
は
、
あ
る
女
が
「
幸
福
な
る
か
な
、
汝
を
宿
し
し
胎
、
な
ん
ぢ
の
哺
ひ
し
乳
房
は
」
と
言
っ
た

時
、
イ
エ
ス
は
「
幸
福
な
る
か
な
、
神
の
言
を
聴
き
て
之
を
守
る
人
は
」
と
答
え
た
。

　

そ
し
て
『
ヨ
ハ
ネ
伝
福
音
書
』
第
二
章
に
カ
ナ
の
町
で
婚
礼
が
あ
っ
た
際
、
葡
萄
酒
が
無
く
な
っ
た
時
、
母
に
「
我
と
汝
と
な
に
の
関

係
あ
ら
ん
や
」
と
言
っ
た
が
、
イ
エ
ス
は
水
を
良
い
葡
萄
酒
に
変
え
て
、
そ
れ
を
出
し
た
、
と
い
う
話
が
あ
る
。
こ
の
三
箇
所
に
し
か
、

イ
エ
ス
と
母
と
の
関
係
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
母
よ
り
も
民
衆
へ
の
関
心
が
イ
エ
ス
に
は
強
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

イ
エ
ス
の
死
後
、
キ
リ
ス
ト
教
が
形
成
さ
れ
、
さ
ら
に
五
世
紀
に
は
イ
エ
ス
の
母
マ
リ
ヤ
を
「
神
の
母
」
と
呼
ぶ
教
義
が
作
ら
れ
た
。
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そ
れ
に
反
対
し
た
司
教
ネ
ス
ト
リ
オ
ス
は
異
端
と
し
て
除
名
さ
れ
た
。
ま
た
一
九
一
四
年
に
ア
メ
リ
カ
で
「
母
の
日
」
と
い
う
母
親
を
讃

美
す
る
日
が
毎
年
五
月
の
第
二
日
曜
日
に
定
め
ら
れ
た
。

　

こ
れ
ら
は
す
べ
て
イ
エ
ス
の
母
マ
リ
ヤ
を
讃
え
る
キ
リ
ス
ト
教
の
思
想
が
根
底
に
あ
る
。
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
を
森
林
の
多
い
異
教
の

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
進
出
さ
せ
る
た
め
に
は
神
を
男
性
と
す
る
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
女
性
神
を
必
要
と
し
た
と
こ
ろ
か
ら
生
じ
た
現
象
で
あ

る
。
そ
の
こ
と
は
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ジ
ョ
ー
ジ
・
フ
レ
イ
ザ
ー
の
『
金
枝
篇
』
か
ら
も
類
推
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
イ
エ
ス
は
母
よ
り
も

父
を
愛
し
て
い
た
。

　
　
　

八　
「
黄
金
律
」

　

イ
エ
ス
は
父
に
先
立
ち
た
る
か
お
く
れ
し
か
鋸
屑
に
し
ろ
が
ね
の
忘
れ
霜

　

イ
エ
ス
の
父
親
ヨ
セ
フ
は
大
工
で
あ
っ
た
。
イ
エ
ス
は
少
年
時
代
に
父
の
仕
事
を
手
伝
っ
て
い
た
。
イ
エ
ス
は
父
親
を
愛
し
て
い
た
。

そ
の
父
は
イ
エ
ス
よ
り
も
早
く
亡
く
な
っ
た
よ
う
だ
。
家
の
あ
た
り
に
は
鋸
屑
が
た
く
さ
ん
残
っ
て
い
た
。
秋
か
ら
冬
に
か
け
て
霜
が
そ

の
鋸
屑
の
上
、
一
面
に
と
ど
ま
っ
て
、
白
銀
に
か
が
や
い
て
い
る
。

　

聖
書
に
は
入
っ
て
い
な
い
外
典
と
い
わ
れ
る
書
物
が
あ
っ
て
、
そ
の
一
冊
に
『
ト
マ
ス
に
よ
る
イ
エ
ス
の
幼
時
物
語
』
と
い
う
の
が
あ

る
。
そ
の
第
十
三
章
に
は
こ
う
あ
る
。
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「
彼
の
父
は
大
工
で
、
そ
の
こ
ろ
は
鋤す

き

や
軛く

び
きを

作
っ
て
い
た
。
あ
る
金
持
か
ら
彼
に
寝
台
を
作
る
よ
う
注
文
が
あ
っ
た
。
し
か
し
一

枚
の
板
が
そ
の
反
対
側
の
板
〔
よ
り
短
く
て
〕、
ヨ
セ
フ
が
何
を
し
て
よ
い
か
わ
か
ら
な
い
で
い
る
と
、
少
年
イ
エ
ス
が
そ
の
父
親
〔
ヨ

セ
フ
〕
に
言
っ
た
。『
二
枚
の
木
を
下
に
置
い
て
ま
ん
中
か
ら
み
て
一
方
を
同
じ
に
合
わ
せ
て
下
さ
い
』。

　

そ
れ
で
ヨ
セ
フ
は
少
年
が
言
う
通
り
に
し
た
。
す
る
と
イ
エ
ス
は
ほ
か
の
端
に
立
ち
、
短
い
方
の
木
を
摑
み
、
そ
れ
を
引
き
伸
ば
し
、

他
方
と
同
じ
長
さ
に
し
た
。
そ
の
父
ヨ
セ
フ
は
こ
れ
を
見
て
驚
き
、
子
供
を
抱
い
て
口
づ
け
し
て
言
っ
た
。『
わ
た
し
は
幸
い
だ
、
神

様
が
こ
ん
な
子
を
わ
た
し
に
下
さ
っ
た
の
だ
か
ら
』。」（
八
木
誠
一
・
伊
吹
雄
共
訳
）

　

や
が
て
イ
エ
ス
は
尊
敬
し
て
い
た
父
の
死
に
出
会
う
こ
と
に
な
る
。
傷
心
の
あ
ま
り
、
そ
の
頃
あ
ら
わ
れ
た
バ
プ
テ
ス
マ
の
ヨ
ハ
ネ
と

い
う
洗
礼
教
団
の
指
導
者
の
と
こ
ろ
に
行
き
、
洗
礼
を
受
け
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
ヨ
ハ
ネ
は
す
ぐ
れ
た
人
物
で
あ
っ
た
け
れ
ど
、
当

時
の
領
主
ヘ
ロ
デ
・
ア
ン
テ
ィ
バ
ス
に
忠
告
し
た
こ
と
が
も
と
で
殺
さ
れ
た
。
こ
の
話
は
『
マ
タ
イ
伝
福
音
書
』
第
十
四
章
に
あ
る
。

　

イ
エ
ス
は
ヨ
ハ
ネ
の
死
後
そ
れ
ま
で
入
っ
て
い
た
教
団
を
出
て
、
自
立
し
、
ガ
リ
ラ
ヤ
地
方
を
遊
行
す
る
こ
と
を
始
め
た
。
そ
し
て
自

ら
の
思
想
を
人
々
に
語
る
者
と
な
っ
た
。
ヨ
ハ
ネ
の
弟
子
た
ち
は
師
の
跡
を
継
い
で
、
洗
礼
や
断
食
を
続
け
た
が
、
ヨ
ハ
ネ
の
魅
力
は
も

は
や
失
わ
れ
て
い
た
。

　
　
　

九　
「
豹
變
」

　

黄
桃
の
熟
る
る
が
ご
と
く
少
女
さ
び
「
斥も

の
み候

よ
夜
は
何
の
刻
ぞ
」



逆信仰の思想

17

　
「
斥も

の
み候

よ
夜よ

は
何
の
刻と

き

ぞ
」
は
、
い
わ
ゆ
る
『
旧
約
聖
書
』「
イ
ザ
ヤ
書
」
の
第
二
十
一
章
に
あ
る
「
人
あ
り
セ
イ
ル
よ
り
我
を
よ
び
て

い
ふ
、
斥
候
よ
夜
は
な
に
の
と
き
ぞ
、
斥
候
よ
夜
は
な
に
の
時
ぞ
、
も
の
み
答
へ
て
い
ふ
朝あ

し
たき

た
り
夜
ま
た
き
た
る
、
汝
も
し
と
は
ん
と

お
も
は
ゞ
問
へ
、
な
ん
ぢ
ら
歸
り
来
る
べ
し
」
か
ら
と
っ
た
句
で
あ
る
。

　

い
ま
「
い
わ
ゆ
る
『
旧
約
聖
書
』」
と
書
い
た
の
は
、『
旧
約
聖
書
』
と
い
う
言
葉
は
キ
リ
ス
ト
教
が
の
ち
に
つ
け
た
名
称
で
あ
り
、

正
し
く
は
『
ユ
ダ
ヤ
聖
書
』
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
イ
エ
ス
の
死
後
、
そ
の
言
動
を
お
も
に
記
し
た
書
が
作
ら
れ
、
そ
れ
を

『
新
約
聖
書
』
と
名
づ
け
た
た
め
に
、
そ
れ
よ
り
古
く
か
ら
あ
っ
た
聖
書
を
『
旧
約
聖
書
』
と
称
し
た
。「
旧
い
神
の
契
約
」
の
意
味
で
あ

る
。
し
か
し
イ
エ
ス
は
ユ
ダ
ヤ
教
の
本
来
の
精
神
を
受
け
つ
い
で
、
そ
れ
を
ま
っ
た
く
新
し
い
思
想
と
し
た
人
物
と
い
っ
て
よ
い
。

　

い
わ
ゆ
る
『
旧
約
聖
書
』
に
は
本
来
の
精
神
と
異
な
っ
た
、
た
と
え
ば
律
法
の
よ
う
に
人
間
本
来
の
あ
る
べ
き
道
で
は
な
い
煩
瑣
な
条

文
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
『
新
約
聖
書
』
に
も
パ
ウ
ロ
の
手
紙
の
よ
う
に
イ
エ
ス
の
精
神
と
は
、
ま
っ
た
く
と
い
っ
て
よ

い
ほ
ど
異
る
思
想
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　

お
よ
そ
聖
書
は
批
判
的
に
読
む
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
塚
本
邦
雄
は
聖
書
を
愛
読
し
た
、
そ
れ
も
批
判
的
に
読
ん
だ
か
ら
こ
そ
、
幾
多

の
秀
歌
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
一
節
は
文
学
的
に
も
す
ぐ
れ
た
表
現
と
し
て
、
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
。
戦
後
初
期
に
作
家

い
い
だ
・
も
も
が
太
平
洋
戦
争
下
の
暗
い
青
春
を
描
い
た
長
篇
小
説
に
『
斥
候
よ
、
夜
は
な
お
長
き
や
』
が
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
出
す
。

　

こ
の
歌
は
近
頃
、
あ
た
か
も
黄
桃
が
熟
れ
て
く
る
よ
う
に
、
と
み
に
女
性
ら
し
く
な
っ
て
き
た
少
女
が
、
あ
る
夜
遅
く
、
も
う
何
時
だ

ろ
う
か
、
と
思
っ
た
時
、
ふ
と
『
イ
ザ
ヤ
書
』
の
言
葉
が
浮
か
ん
だ
、
と
い
っ
た
情
景
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

　

茄
子
苗
の
寸
の
む
ら
さ
き
マ
グ
ダ
ラ
の
マ
リ
ヤ
い
つ
世
を
去
り
し
か
知
ら
ず
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マ
グ
ダ
ラ
の
マ
リ
ヤ
は
ガ
リ
ラ
ヤ
湖
、
北
西
岸
の
漁
業
の
町
マ
グ
ダ
ラ
の
出
身
で
、
狂
女
と
か
遊
女
と
か
、
い
わ
れ
る
が
、
グ
ノ
ー
シ

ス
文
書
の
『
フ
ィ
リ
ポ
に
よ
る
福
音
書
』
に
は
イ
エ
ス
と
た
い
へ
ん
親
し
か
っ
た
と
い
う
記
事
が
あ
る
。

　

55a
「
不
妊
の
女
と
呼
ば
れ
る
ソ
フ
ィ
ア
は
天
使
た
ち
の
母
で
あ
る
。
そ
し
て
キ
リ
ス
ト
の
同
伴
者
は
マ
グ
ダ
ラ
の
マ
リ
ヤ
で
あ
る
」

　

55b
「
主
は
マ
リ
ヤ
を
す
べ
て
の
弟
子
た
ち
よ
り
も
愛
し
て
い
た
。
そ
し
て
彼
は
彼
女
の
口
に
し
ば
し
ば
接
吻
し
た
。
他
の
弟
子
た
ち
は

彼
が
マ
リ
ヤ
を
愛
し
て
い
る
の
を
見
た
。
彼
ら
は
彼
に
言
っ
た
。『
あ
な
た
は
な
ぜ
、
私
た
ち
す
べ
て
よ
り
も
彼
女
を
愛
さ
れ
る
の
で
す

か
』。
救
い
主
は
答
え
た
。
彼
は
彼
ら
に
言
っ
た
、『
な
ぜ
、
私
は
君
た
ち
を
彼
女
の
よ
う
に
愛
さ
な
い
の
だ
ろ
う
か
』」（
大
貫
隆
訳
）

　
『
マ
タ
イ
伝
福
音
書
』
第
二
十
七
章
に
よ
る
と
、
マ
グ
ダ
ラ
の
マ
リ
ヤ
は
イ
エ
ス
の
死
を
見
と
ど
け
た
け
れ
ど
、
彼
女
が
い
つ
亡
く
な
っ

た
か
は
わ
か
ら
な
い
。
西
欧
に
は
マ
グ
ダ
ラ
の
マ
リ
ヤ
を
記
念
す
る
教
会
も
あ
る
。
茄
子
苗
の
小
さ
な
紫
色
を
見
て
い
る
と
、
な
ぜ
か
マ

グ
ダ
ラ
の
マ
リ
ヤ
を
お
も
い
だ
す
。
あ
の
マ
リ
ヤ
は
い
つ
亡
く
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
　
　

十　
「
詩
歌
變
」

　

聖
心
女
學
院
前
過
ぐ
る
と
き
わ
れ
の
群
青
の
カ
フ
ス
釦
曇
る
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聖
心
女
学
院
は
一
九
〇
八
年
（
明
治
四
一
年
）
に
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
修
道
女
に
よ
っ
て
東
京
芝
白
金
に
建
て
ら
れ
た
女
学
校
で
あ
る
。

戦
後
、
東
京
の
広
尾
に
移
転
し
て
女
子
大
学
に
な
っ
た
。
関
西
で
は
宝
塚
に
あ
る
。

　

そ
の
門
の
前
を
通
る
と
き
、
シ
ャ
ツ
の
袖
に
つ
け
て
い
る
群
青
色
の
カ
フ
ス
釦
が
に
わ
か
に
曇
っ
た
。
若
い
女
性
を
想
像
し
た
羞
恥
心

の
た
め
だ
ろ
う
か
。
男
性
の
微
妙
な
心
理
は
カ
フ
ス
釦
の
変
色
に
も
あ
ら
わ
れ
る
。

　

青
嵐
は
た
め
き
す
ぎ
ぬ
釋
迦
牟
尼
と
イ
エ
ス
に
妙
齡
の
弟
子
あ
ら
ず

　

釋
迦
牟
尼
と
イ
エ
ス
と
は
類
似
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
二
人
は
紀
元
前
五
百
年
も
隔
て
た
時
代
を
生
き
た
人
物
で
あ
り
、
イ
ン
ド
と
イ

ス
ラ
エ
ル
と
い
う
か
な
り
離
れ
た
国
に
生
ま
れ
、
国
王
の
子
と
大
工
の
子
と
い
っ
た
相
違
が
あ
っ
た
の
に
、
さ
ら
に
は
仏
教
と
キ
リ
ス
ト

教
と
い
う
異
な
っ
た
宗
教
の
そ
れ
ぞ
れ
の
開
祖
と
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
二
人
に
は
共
通
し
た
生
き
か
た
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は

な
に
か
。

　

釈
迦
が
開
い
た
の
は
、
当
時
の
バ
ラ
モ
ン
教
の
よ
う
な
制
度
宗
教
で
は
な
か
っ
た
。
ひ
と
り
静
か
に
瞑
想
し
て
、
本
来
の
自
己
を
発
見

す
る
、
と
い
う
教
え
で
あ
る
。
ま
た
イ
エ
ス
が
見
出
し
た
の
は
教
義
、
儀
礼
、
教
団
と
い
っ
た
も
の
を
否
定
し
て
、
人
々
と
と
も
に
自
由

に
生
き
る
と
い
う
教
え
で
あ
っ
た
。

　

や
が
て
二
人
の
生
き
か
た
に
共
鳴
す
る
者
が
集
っ
て
き
た
。
釈
迦
も
イ
エ
ス
も
そ
れ
ら
の
人
々
の
中
か
ら
弟
子
を
選
ん
だ
。
若
い
男
性

が
多
か
っ
た
。
イ
エ
ス
の
場
合
、
妙
齢
の
女
性
は
弟
子
で
は
な
か
っ
た
が
、
イ
エ
ス
や
弟
子
た
ち
と
と
も
に
遊
行
を
し
て
歩
い
た
の
で
あ

る
。
と
も
あ
れ
当
時
の
社
会
風
潮
も
あ
り
、
女
性
は
い
わ
ゆ
る
弟
子
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。

　

釈
迦
は
瞑
想
に
よ
っ
て
本
来
の
自
己
を
発
見
し
て
十
人
の
弟
子
を
選
び
、快
楽
主
義
と
禁
欲
主
義
を
否
定
し
た
。
弟
子
た
ち
を
男
と
女
、
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出
家
と
在
家
に
分
け
た
。
晩
年
、
そ
れ
ら
の
人
々
と
と
も
に
歩
み
、「
こ
の
世
界
は
美
し
い
。
人
間
の
生
命
は
甘
美
な
も
の
だ
」
と
語
り
、

最
後
に
「
私
は
自
己
に
帰
依
し
た
」
と
言
っ
た
。

　

イ
エ
ス
の
弟
子
は
十
二
人
と
い
わ
れ
る
が
、
あ
る
時
は
少
く
、
あ
る
時
は
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
直
接
の
弟
子
は
男
性
だ
け
で
あ
っ
た

が
、
女
性
達
は
弟
子
と
と
も
に
ガ
リ
ラ
ヤ
地
方
を
歩
い
て
、
そ
し
て
エ
ル
サ
レ
ム
ま
で
行
っ
た
。
イ
エ
ス
の
最
後
を
見
守
っ
た
の
は
女
だ

け
で
あ
っ
た
。

　
　
　

十
一　
「
魔
王
」

　

神
、
天そ

ら

に
し
ろ
し
め
さ
ざ
る
一
瞬
か
早さ

少を
と
め女

が
藍
の
衣
ぬ
ぎ
す
つ

　
「
神
、
天
に
し
ろ
し
め
さ
ざ
る
」
は
英
国
の
ロ
バ
ー
ト
・
ブ
ラ
ウ
ニ
ン
グ
の
詩
「
春
の
朝
」
を
上
田
敏
が
訳
し
た
も
の
の
一
行
を
否
定

形
に
か
え
て
引
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
上
田
訳
の
全
詩
を
あ
げ
る
。

　

時
は
春
、

　

日
は
朝
、

　

朝あ
し
たは

七
時
、

　

片
岡
に
露
み
ち
て
、
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揚
雲
雀
な
の
り
い
で
、

　

蝸
牛
枝
に
這
ひ
、

　

神
、
そ
ら
に
知
ろ
し
め
す
。

　

す
べ
て
世
は
事
も
無
し
。

　

こ
の
有
名
な
詩
の
一
節
を
と
り
あ
げ
、
自
ら
の
短
歌
と
す
る
こ
と
を
塚
本
邦
雄
は
試
み
た
。
神
は
天
に
い
て
、
い
っ
さ
い
を
否
定
す
る

思
想
が
こ
こ
に
あ
る
。

　

そ
の
一
瞬
で
あ
ろ
う
か
、
早
乙
女
が
い
ま
ま
で
着
て
い
た
藍
色
の
衣
を
脱
ぎ
す
て
た
。
若
い
女
性
が
衣
を
ぬ
ぎ
す
て
る
こ
と
は
冒
瀆
的

行
為
で
あ
る
。
そ
の
一
瞬
、
神
の
全
能
、
そ
れ
に
よ
っ
て
保
た
れ
て
い
た
こ
の
世
の
平
安
は
崩
れ
お
ち
る
。

　

テ
ラ
と
呼
ぶ
惑
星
あ
り
て
イ
エ
ズ
ス
を
殺
し
う
た
び
と
吾
を
歌
は
し
む

　

テ
ラ
（terra

）
と
は
ラ
テ
ン
語
で
大
地
、
す
な
わ
ち
一
惑
星
を
い
う
。
そ
の
テ
ラ
な
る
地
球
に
お
い
て
、
紀
元
三
十
年
頃
、
イ
エ
ス

は
反
対
者
に
よ
っ
て
殺
害
さ
れ
た
。
し
か
し
歌
人
で
あ
る
私
、
塚
本
邦
雄
は
イ
エ
ス
を
惜
し
み
、
の
ち
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
宗
教
が
作
ら

れ
た
け
れ
ど
、
キ
リ
ス
ト
な
ら
ぬ
イ
エ
ス
を
愛
し
て
、
あ
ま
た
の
短
歌
を
詠
ん
で
き
た
。
テ
ラ
と
呼
ぶ
一
惑
星
に
お
こ
っ
た
事
件
で
あ
り
、

イ
エ
ス
は
わ
ず
か
三
十
数
歳
の
一
人
物
に
す
ぎ
な
い
け
れ
ど
、
今
日
に
至
る
ま
で
、
そ
の
生
き
か
た
は
多
数
の
人
々
を
生
か
し
て
い
る
。

　
Ｊ
二
つ
耶ヘ

ス
ス蘇

と
日ハ

ポ
ン本

お
そ
ろ
し
き
へ
だ
た
り
に
花
水
木
散
り
は
て
つ
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こ
れ
は
内
村
鑑
三
の
「
二
つ
の
Ｊ
」
と
い
う
評
論
に
対
す
る
塚
本
邦
雄
の
批
判
で
あ
る
。

　

内
村
に
は
「
二
つ
の
Ｊ
」
と
い
う
英
文
の
評
論
が
あ
る
。
要
約
す
る
と
、「
私
は
二
つ
の
Ｊ
、Jesus

（
イ
エ
ス
）
とJapan

（
日
本
）

を
愛
す
る
。
私
の
信
仰
は
二
つ
の
中
心
を
持
つ
楕
円
で
あ
る
。
そ
し
て
一
方
が
他
方
を
強
め
る
」。
だ
が
イ
エ
ス
と
日
本
の
関
係
は
そ
の

よ
う
な
単
純
な
も
の
で
は
な
い
。
日
本
と
い
う
国
名
と
イ
エ
ス
と
い
う
人
名
は
た
が
い
に
矛
盾
し
て
お
り
、
関
係
を
も
っ
て
い
な
い
。

　

こ
の
短
歌
は
日
本
に
は
じ
め
て
キ
リ
ス
ト
教
を
も
た
ら
し
た
と
い
わ
れ
る
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ザ
ビ
エ
ル
が
ス
ペ
イ
ン
人
で
あ
っ
た
こ
と

か
ら
か
、
ス
ペ
イ
ン
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
ヘ
ス
ス
と
ハ
ポ
ン
の
Ｈ
音
を
「
へ
だ
た
り
」
と
「
花
水
木
」
と
「
は
て
つ
」
に
も
適

用
す
る
、
と
い
う
技
巧
が
こ
ら
さ
れ
て
い
る
。

　

お
り
か
ら
晩
春
、
キ
リ
ス
ト
教
国
ア
メ
リ
カ
原
産
の
花
水
木
が
散
り
は
て
る
ま
で
、
歌
の
否
定
性
は
徹
底
し
て
い
る
。
難
解
だ
が
、
そ

こ
に
こ
の
歌
人
の
面
目
は
あ
る
。

　

父
と
な
ど
な
る
な
ゆ
め
ゆ
め
綠
蔭
に
大
工
ヨ
セ
フ
が
肩
で
息
す
る

　

ガ
リ
ラ
ヤ
の
小
邑
ナ
ザ
レ
の
大
工
ヨ
セ
フ
は
マ
リ
ヤ
と
結
婚
し
て
、
男
の
子
が
生
ま
れ
た
の
で
イ
エ
ス
と
名
づ
け
た
。

　

イ
エ
ス
は
若
者
に
な
っ
て
父
親
の
仕
事
を
よ
く
手
伝
っ
て
く
れ
た
。
し
か
し
、
父
は
息
子
が
は
た
し
て
家
業
を
継
い
で
く
れ
る
だ
ろ
う

か
、
と
心
配
に
な
っ
て
き
た
。
聡
明
な
子
で
本
を
読
む
こ
と
に
熱
心
だ
が
、
と
き
お
り
村
の
人
と
論
争
し
、
ユ
ダ
ヤ
教
に
つ
い
て
も
批
判

的
な
こ
と
を
言
っ
た
り
す
る
。

　

ヨ
セ
フ
は
と
き
お
り
仕
事
を
や
め
て
、
木
の
下
で
休
み
な
が
ら
、
ひ
と
り
考
え
こ
む
。
父
親
に
な
ど
な
る
の
で
な
か
っ
た
。
お
れ
も
年
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を
と
っ
て
き
た
な
。
そ
う
思
う
と
溜
息
が
出
て
く
る
。

　

や
が
て
ヨ
セ
フ
は
病
気
に
な
り
、
ま
も
な
く
亡
く
な
っ
た
。
ま
だ
、
そ
れ
ほ
ど
の
年
齢
で
は
な
か
っ
た
。
マ
リ
ヤ
も
イ
エ
ス
も
弟
妹
た

ち
も
お
ど
ろ
い
た
が
、
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
イ
エ
ス
は
ひ
と
り
悩
ん
だ
。

　

そ
の
頃
、
ヨ
ハ
ネ
と
い
う
人
物
が
現
れ
、
洗
礼
と
い
う
水
で
体
を
洗
い
清
め
る
こ
と
を
し
て
、
宗
教
的
な
話
を
し
て
い
る
ら
し
い
。
イ

エ
ス
は
父
親
を
愛
し
て
い
た
け
れ
ど
、
家
業
を
継
ぐ
つ
も
り
は
な
か
っ
た
。
悩
ん
だ
は
て
に
、
思
い
き
っ
て
ヨ
ハ
ネ
の
も
と
に
出
か
け
て

い
っ
た
。

　

昔
の
人
が
宗
教
に
目
ざ
め
る
の
は
父
や
母
の
死
に
出
会
っ
た
時
で
あ
る
。
か
つ
て
仏
陀
は
生
後
間
も
な
く
母
を
失
っ
た
。
そ
し
て
三
十

歳
の
頃
、
人
生
の
問
題
に
つ
き
当
っ
て
求
道
心
を
お
こ
し
た
。
日
本
で
は
鎌
倉
時
代
に
法
然
も
親
鸞
も
道
元
も
妙
惠
も
、
ま
た
一
遍
も
父

や
母
を
早
く
失
っ
た
。
そ
し
て
仏
教
を
求
め
、
寺
に
入
っ
た
。
古
来
、
多
く
の
人
々
が
親
の
死
に
直
面
し
て
、
そ
の
苦
悩
か
ら
解
脱
す
る

べ
く
、
宗
教
に
入
っ
た
の
で
あ
る
。

　

イ
エ
ス
も
ま
た
、
聖
書
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
け
れ
ど
、
洗
礼
者
ヨ
ハ
ネ
か
ら
洗
礼
を
受
け
た
理
由
は
こ
の
父
ヨ
セ
フ
の
死
で
あ
っ
た

に
違
い
な
い
。

　

風
の
苧
環　

イ
エ
ス
殺
さ
れ
た
る
の
ち
の
マ
リ
ヤ
襤ら

ん

褸る

の
ご
と
な
が
ら
へ
き

　

苧お
だ
ま
き環

の
花
が
風
に
ゆ
れ
て
い
る
。
苧
環
は
き
ん
ぽ
う
げ
科
の
多
年
性
植
物
で
青
紫
色
、
ま
た
は
白
色
の
花
を
咲
か
せ
る
。
花
の
形
が
、

麻
糸
を
玉
の
よ
う
に
ま
る
く
巻
い
た
お
だ
ま
き
に
似
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

イ
エ
ス
が
十
字
架
に
か
け
ら
れ
て
殺
さ
れ
た
あ
と
も
母
親
の
マ
リ
ヤ
は
襤
褸
の
ご
と
く
生
き
た
。
五
世
紀
に
マ
リ
ヤ
を
「
神
の
母
」
と
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称
す
る
こ
と
が
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
で
定
め
ら
れ
た
頃
ま
で
は
生
き
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
教
会
は
四
三
一
年
、
マ
リ
ヤ
に
「
神
の
母
」

の
称
号
を
与
え
る
こ
と
を
決
定
し
た
。

　

そ
し
て
、
そ
れ
に
反
対
し
た
た
め
に
除
名
さ
れ
た
の
は
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ポ
リ
ス
の
総
主
教
ネ
ス
ト
リ
オ
ス
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
イ
エ

ス
を
神
と
す
る
こ
と
も
マ
リ
ヤ
を
神
の
母
と
呼
ぶ
こ
と
も
誤
っ
て
い
る
。

　
　
　

十
二　
「
風
雅
黙
示
録
」

　

弟
な
れ
ど
張
り
倒
す
べ
し
卓
上
に
現
代
語
譯
「
ソ
ロ
モ
ン
の
雅
歌
」

　

塚
本
邦
雄
は
聖
書
の
現
代
語
訳
に
反
対
で
あ
る
。
文
語
訳
こ
そ
が
美
的
で
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
が
た
と
え
弟
で
あ
っ
て
も
張
り
倒
す
ほ

ど
の
厭
悪
を
現
代
語
訳
に
感
じ
て
い
る
。

　

こ
こ
ろ
み
に
『
雅
歌
』
の
一
文
を
現
代
語
訳
と
文
語
訳
で
く
ら
べ
て
み
よ
う
。『
雅
歌
』
第
二
章
一
節
か
ら
三
節
を
あ
げ
る
。

　

現
代
語
訳

　

わ
た
し
は
シ
ャ
ロ
ン
の
ば
ら
、
谷
の
ゆ
り
で
す
。
お
と
め
た
ち
の
う
ち
に
わ
が
愛
す
る
者
の
あ
る
の
は
、
い
ば
ら
の
中
に
ゆ
り
の
花
が

あ
る
よ
う
だ
。
わ
が
愛
す
る
者
の
若
人
た
ち
の
中
に
あ
る
の
は
、
林
の
木
の
中
に
り
ん
ご
の
木
が
あ
る
よ
う
で
す
。
わ
た
し
は
大
き
な
喜

び
を
も
っ
て
、
彼
の
陰か

げ

に
す
わ
っ
た
。
彼
の
与
え
る
実み

は
わ
た
し
の
口
に
甘
か
っ
た
。
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文
語
訳

　

わ
れ
は
シ
ャ
ロ
ン
の
野
花
、
谷
の
百
合
花
な
り
。
女を

う
な
ご子

等ら

の
中
に
わ
が
佳と

耦も

の
あ
る
は
荊い

ば
ら棘

の
中
に
百ゆ

り
合
花
の
あ
る
が
ご
と
し
。
わ
が

愛
す
る
者
の
男を

の
こ子

等ら

の
中
に
あ
る
は
林
の
樹
の
中
に
林
檎
の
あ
る
が
ご
と
し
、
我
ふ
か
く
喜
び
て
そ
の
蔭
に
す
わ
れ
り
、
そ
の
實み

は
わ
が

口
に
甘
か
り
き
。

　

現
代
語
訳
と
文
語
訳
の
ど
ち
ら
が
美
し
く
、
簡
潔
で
あ
る
か
。
い
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
塚
本
は
こ
の
短
歌
に
か
ぎ
ら
ず
、
聖
書
の

翻
訳
は
す
べ
て
文
語
訳
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
聖
書
学
は
翻
訳
の
正
確
さ
だ
け
を
求
め
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
言
語

の
美
こ
そ
必
須
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
口
語
は
そ
の
美
に
お
い
て
文
語
に
及
ば
な
い
。
口
語
か
文
語
か
は
難
易
の
問
題
で
は
な
い
。
真
に

美
し
い
口
語
が
創
ら
れ
ぬ
限
り
は
。

　
　
　

十
三　
「
泪
羅
變
」

　

匂
ふ
忍
冬
ケ
ン
ト
生
れ
の
ウ
ェ
ー
ル
ズ
「
聖
母
マ
リ
ヤ
」
を
せ
せ
ら
嗤
ひ
き

　

忍に
ん
ど
う冬

は
「
す
い
か
ず
ら
」
の
漢
名
、
常
緑
蔓
性
の
草
木
で
褐
色
の
軟
毛
を
密
生
さ
せ
、
初
夏
に
白
色
、
芳
香
の
唇
形
花
を
開
く
。
漢
方

で
は
利
尿
剤
と
し
て
の
薬
用
酒
で
あ
る
。
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そ
し
て
ウ
ェ
ー
ル
ズ
と
は
ヘ
ル
バ
ー
ト
・
ジ
ョ
ー
ジ
・
ウ
ェ
ル
ズ
で
一
八
二
八
年
生
れ
の
英
国
の
作
家
、
評
論
家
。
ケ
ン
ト
生
れ
で

Ｓ
Ｆ
小
説
の
『
タ
イ
ム
・
マ
シ
ン
』
や
『
透
明
人
間
』、
さ
ら
に
『
世
界
史
概
観
』
を
書
き
、
原
子
爆
弾
も
予
想
し
て
い
る
。

　

イ
エ
ス
の
母
を
「
聖
母
」
と
し
た
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
イ
ギ
リ
ス
に
も
た
ら
そ
う
と
し
た
際
、
沙
漠
な
ら
ぬ
草
木
の

し
げ
る
風
土
で
は
女
性
神
信
仰
が
必
要
で
あ
っ
た
た
め
、
イ
エ
ス
の
母
マ
リ
ヤ
を
聖
母
と
す
る
信
仰
が
作
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
初
夏
、
忍
冬
の
香
り
が
た
だ
よ
う
ケ
ン
ト
の
地
で
は
、
ウ
ェ
ル
ズ
の
よ
う
な
理
知
的
な
人
間
が
い
て
、「
聖
母
マ
リ
ヤ
」
を
せ

せ
ら
嗤
っ
た
と
い
う
。「
聖
母
マ
リ
ヤ
」
な
ど
と
い
う
名
称
は
イ
エ
ス
の
母
へ
の
冒
瀆
で
あ
る
。
イ
エ
ス
は
母
親
を
と
く
に
愛
し
て
い
た

と
は
言
え
な
い
。

　
『
マ
タ
イ
伝
福
音
書
』
第
十
二
章
に
は
、
イ
エ
ス
が
話
を
し
て
い
る
時
、
そ
こ
へ
き
た
母
に
対
し
、「
わ
が
母
と
は
誰
ぞ
」
と
言
い
、「
神

の
意
志
を
行
う
者
こ
そ
わ
が
母
な
り
」
と
言
っ
た
と
あ
る
。
ま
た
『
ル
カ
伝
福
音
書
』
第
十
一
章
に
は
あ
る
女
が
「
幸
福
な
る
か
な
、
汝

を
宿
し
た
胎
」
な
ど
と
呼
ん
だ
時
、
イ
エ
ス
は
む
し
ろ
「
幸
福
な
る
か
な
、
神
の
言
を
聴
き
て
之こ

れ

を
守
る
者
は
」
と
答
え
た
と
い
う
。

　

紀
元
五
世
紀
に
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ポ
リ
ス
の
主
教
ネ
ス
ト
リ
オ
ス
は
、
教
会
が
イ
エ
ス
の
母
マ
リ
ヤ
を
「
神
の
母
」
や
「
聖
母
」
と
呼

ぶ
こ
と
を
決
め
た
こ
と
に
異
議
を
唱
え
た
た
め
に
除
名
さ
れ
た
。
し
か
し
、
弟
子
ら
は
当
時
の
ペ
ル
シ
ア
、
さ
ら
に
中
国
に
そ
の
教
え
を

伝
え
、
中
国
で
は
景
教
と
し
て
拡
ま
っ
た
。
そ
の
時
、
中
国
で
学
ん
で
い
た
空
海
が
景
教
を
知
ら
な
い
は
ず
は
な
い
だ
ろ
う
、
と
い
っ
た

こ
と
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
。



逆信仰の思想

27

　
　
　

十
四　
「
詩
魂
玲
瓏
」

　

冬
の
花
火
沖
を
焦
が
せ
り
イ
ザ
ヤ
書
に
「
斥も

の
み候

よ
夜
は
何
の
時
ぞ
」

「
斥
候
よ
夜
は
何
の
時
ぞ
」
は
す
で
に
の
べ
た
よ
う
に
『
イ
ザ
ヤ
書
』
第
二
十
一
章
に
あ
る
「
人
あ
り
セ
イ
ル
よ
り
我
を
よ
び
て
い
ふ
」

に
続
く
詞
で
あ
る
。

　

厳
冬
の
一
夜
、
み
は
る
か
す
遥
か
か
な
た
、
暗
黒
の
沖
に
花
火
が
あ
が
っ
て
い
る
。
い
っ
た
い
、
な
に
ご
と
か
。
い
ま
は
何
時
だ
ろ
う
。

じ
っ
と
、
沖
の
彼
方
を
み
つ
め
て
い
る
う
ち
に
「
斥
候
よ
、
夜
は
何
の
時
ぞ
」
と
い
う
、
き
び
し
く
も
、
美
し
い
言
葉
が
脳
裡
に
よ
み
が

え
っ
て
く
る
。

　

ヨ
ハ
ネ
一
人
が
恍
惚
と
し
て
春
宵
を
白し

ら

け
き
っ
た
る
聖
晩
餐
圖

　
『
ヨ
ハ
ネ
伝
福
音
書
』
第
十
三
章
に
あ
る
最
後
の
晩
餐
の
光
景
で
あ
る
。
イ
エ
ス
は
お
も
わ
ず
「
汝
ら
の
中
の
一
人
わ
れ
を
賣
ら
ん
」

と
呟
い
た
。
弟
子
た
ち
は
驚
い
て
、
互
い
に
顔
を
見
あ
わ
せ
た
。
そ
の
と
き
「
イ
エ
ス
の
愛
し
た
ま
ふ
一
人
の
弟
子
」
は
、「
イ
エ
ス
の

御
胸
に
よ
り
そ
ひ
居
た
れ
ば
」、
ペ
テ
ロ
が
「
誰
の
こ
と
を
言
ひ
給
ふ
か
、
告
げ
よ
」
と
尋
ね
る
。
ヨ
ハ
ネ
は
イ
エ
ス
の
胸
に
よ
り
か
か
っ

た
ま
ま
、「
主
よ
、
誰
な
る
か
」。

　

弟
子
た
ち
の
驚
愕
と
疑
念
の
う
ず
ま
く
な
か
で
、
ヨ
ハ
ネ
は
ひ
と
り
イ
エ
ス
に
よ
り
添
っ
た
ま
ま
、
恍
惚
と
し
て
い
る
。
ヨ
ハ
ネ
は
イ
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エ
ス
の
孌
童
で
あ
っ
た
の
か
。
せ
っ
か
く
の
最
後
の
晩
餐
は
し
ら
け
た
空
気
に
つ
つ
ま
れ
て
し
ま
っ
た
。

　

底
知
れ
ぬ
暗
き
萬
綠　

イ
エ
ス
の
父
な
ら
ば
神
妙
に
名
乗
り
い
づ
べ
し

　

塚
本
邦
雄
は
あ
ま
た
の
色
彩
の
な
か
で
緑
を
も
っ
と
も
好
ん
だ
と
い
う
。「
萬
緑
」
の
語
は
か
つ
て
中
国
の
王
荊
公
が
「
萬
緑
叢
中
紅

一
点
」
と
詠
み
、
そ
し
て
中
村
草
田
男
が
昭
和
十
四
年
に
作
っ
た
、「
萬
緑
の
中
や
吾
子
の
歯
生
え
初
む
る
」
の
句
が
、
近
代
日
本
の
詩

歌
で
は
最
初
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
て
い
る
。
塚
本
は
こ
こ
で
「
底
知
れ
ぬ
暗
き
萬
緑
」
と
ふ
か
く
暗
い
色
調
と
し
て
の
緑
色
を
詠
ん
で

い
る
。

　

イ
エ
ス
の
父
親
は
ヨ
セ
フ
で
あ
る
が
、
聖
書
に
は
僅
か
し
か
名
は
出
て
こ
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
に
な
っ
て
以
来
、
母
親
の
マ
リ
ヤ
は
の

ち
聖
母
と
さ
れ
て
有
名
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
渡
っ
て
以
来
、
草
木
が
生
い
繁
る
地
域
で
は
女
性
神
が
必

要
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
覆
う
萬
緑
の
な
か
で
こ
そ
、
木
工
職
人
で
あ
っ
た
イ
エ
ス
の
父
は
、
名
乗
り
出
て
ほ
し
い
。

　
　
　

十
五　
「
約
翰
傳
偽
書
」

　

銀
河
鐡
道
軌レ

イ
ル道

錆
び
つ
つ
ジ
ョ
バ
ン
ニ
と
は
約ヨ

ハ
ネ翰

傳で
ん

甘
つ
た
れ
の
ヨ
ハ
ネ



逆信仰の思想

29

　

塚
本
邦
雄
、
生
涯
最
後
の
序
数
歌
集
、
二
○
○
一
年
（
平
成
一
三
年
）
三
月
刊
の
『
約
翰
傳
僞
書
』
に
は
キ
リ
ス
ト
教
関
係
の
短
歌
は

七
首
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
に
あ
げ
る
歌
は
こ
の
一
首
の
み
で
あ
る
。

　

い
う
ま
で
も
な
く
、
宮
澤
賢
治
最
後
の
傑
作
『
銀
河
鉄
道
の
夜
』
に
因
ん
で
い
る
。
主
人
公
ジ
ョ
バ
ン
ニ
は
病
気
の
母
親
と
二
人
暮
し

の
少
年
で
あ
り
、
親
友
カ
ン
パ
ネ
ル
ラ
と
と
も
に
銀
河
鉄
道
に
乗
っ
て
宇
宙
空
間
を
へ
め
ぐ
る
。

　

ジ
ョ
バ
ン
ニ
や
カ
ン
パ
ネ
ル
ラ
と
い
う
名
は
イ
タ
リ
ア
語
で
あ
る
。
こ
れ
は
賢
治
の
ハ
イ
カ
ラ
趣
味
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
作
品
を
日
本

に
の
み
と
ど
め
る
こ
と
な
く
、
世
界
に
も
ひ
ろ
め
よ
う
と
考
え
て
い
た
こ
と
の
あ
ら
わ
れ
か
も
知
れ
な
い
。

　

ま
た
銀
河
鉄
道
は
一
九
一
一
年
（
明
治
四
四
年
）
に
開
設
さ
れ
た
花
巻
か
ら
仙
人
峠
ま
で
の
岩
手
軽
便
鉄
道
で
、
の
ち
に
Ｊ
Ｒ
の
花
巻

か
ら
釜
石
ま
で
の
釜
石
線
と
な
っ
た
。
そ
れ
を
賢
治
は
銀
河
鉄
道
と
名
づ
け
、
詩
に
も
詠
ん
で
い
る
。
そ
の
線
路
も
今
と
な
っ
て
は
錆
び

て
き
て
い
る
。

　

文
中
の
ジ
ョ
バ
ン
ニ
は
新
約
聖
書
の
『
ヨ
ハ
ネ
伝
福
音
書
』
に
出
て
く
る
イ
エ
ス
の
弟
子
、
ま
た
愛
童
と
さ
れ
て
い
る
ヨ
ハ
ネ
で
あ

る
。『
ヨ
ハ
ネ
伝
福
音
書
』
第
十
三
章
に
「
イ
エ
ス
の
愛
し
た
ま
ふ
一
人
の
弟
子
、
イ
エ
ス
の
御
胸
に
よ
り
そ
ひ
居
た
れ
ば
」
と
あ
る
の

が
ヨ
ハ
ネ
で
あ
る
。
そ
れ
を
こ
の
短
歌
で
は
「
約
翰
傳
甘
つ
た
れ
の
ヨ
ハ
ネ
」
と
し
て
い
る
。

　
「
過
越
の
ま
つ
り
の
前
に
、
イ
エ
ス
こ
の
世
を
去
り
て
父
に
往
く
べ
き
己
が
時
の
来
れ
る
を
知
り
、
世
に
在
る
己
の
者
を
愛
し
て
、
極

ま
で
之
を
愛
し
給
へ
り
」
と
『
ヨ
ハ
ネ
伝
福
音
書
』
第
十
三
章
の
は
じ
め
に
あ
る
。
イ
エ
ス
は
弟
子
た
ち
の
足
を
洗
い
始
め
た
。

　

そ
の
あ
と
イ
エ
ス
は
「
汝
ら
の
中
の
一
人
わ
れ
を
賣
ら
ん
」
と
言
っ
た
の
で
、
一
同
、
お
ど
ろ
き
、「
そ
の
ま
ま
御
胸
に
よ
り
か
か
」
っ

て
い
た
ヨ
ハ
ネ
が
「
主
よ
誰
な
る
か
」
と
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
イ
エ
ス
は
一
撮つ

ま
みの

食
物
を
イ
ス
カ
リ
オ
テ
の
ユ
ダ
に
与
え
て
、「
な
ん
ぢ
が

為
す
こ
と
を
速
や
か
に
為
せ
」
と
言
っ
た
。
劇
的
な
場
面
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
聖
書
で
は
ユ
ダ
に
焦
点
を
あ
て
て
い
る
け
れ
ど
、
塚
本

は
ユ
ダ
よ
り
も
イ
エ
ス
の
胸
に
よ
り
そ
っ
て
い
る
ヨ
ハ
ネ
に
焦
点
を
置
い
て
、
こ
の
短
歌
を
作
っ
た
。
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ヨ
ハ
ネ
に
つ
い
て
、
塚
本
は
さ
き
に
あ
げ
た
『
天
變
の
書
』
の
「
孌
童
ヨ
ハ
ネ
そ
の
の
ち
の
夜
夜
麥
熟
る
る
ご
と
汝
が
た
ま
し
ひ
も
熟

れ
た
り
」
に
お
い
て
、
イ
エ
ス
の
「
孌
童
」
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
ヨ
ハ
ネ
を
『
銀
河
鉄
道
の
夜
』
の
ジ
ョ
バ
ン
ニ
に
重
ね
て
い

る
の
で
あ
る
。
同
性
愛
志
向
の
あ
ら
わ
れ
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
か
。

　

そ
れ
に
し
て
も
銀
河
鉄
道
の
軌
道
は
な
ぜ
錆
び
て
い
る
の
か
。
二
十
世
紀
の
ジ
ョ
バ
ン
ニ
を
一
世
紀
の
ヨ
ハ
ネ
ま
で
、
長
い
歳
月
を
は

る
か
に
逆
行
さ
せ
た
た
め
か
も
し
れ
な
い
。

　

宮
澤
賢
治
の
最
高
傑
作
『
銀
河
鉄
道
の
夜
』
の
主
人
公
ジ
ョ
バ
ン
ニ
を
イ
エ
ス
の
愛
弟
子
ヨ
ハ
ネ
と
重
ね
あ
わ
せ
た
の
は
、
塚
本
邦
雄

の
ほ
か
だ
れ
も
思
い
つ
か
な
か
っ
た
独
創
と
い
う
ほ
か
な
い
。
そ
こ
に
こ
の
歌
集
を
『
約
翰
傳
偽
書
』
と
名
づ
け
た
由
縁
が
あ
る
。


