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は
じ
め
に

　
「
歌
は
世
に
つ
れ
世
は
歌
に
つ
れ
」
と
は
、
実
に
言
い
得
て
妙
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
時
代
で
あ
ろ
う

と
、
世
の
中
の
動
き
、
変
転
に
合
わ
せ
て
、
そ
の
時
代
世
相
を
見
事
に
す
く
い
上
げ
た
歌
が
生
ま
れ
て
は

消
え
、
消
え
て
は
生
ま
れ
て
い
る
。
断
る
ま
で
も
な
い
が
、
こ
こ
で
言
う
歌
と
は
い
わ
ゆ
る
流
行
歌
で
あ

る
。

　

私
に
も
過
去
に
流
行
し
た
あ
る
歌
を
耳
に
す
る
と
、
そ
の
時
代
の
一
コ
マ
が
鮮
や
か
に
甦
っ
て
く
る
こ

と
が
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
時
代
に
戻
っ
た
よ
う
な
雰
囲
気
が
私
を
覆
い
、
し
ば
ら
く
そ
の
世
界
か
ら
抜

け
出
せ
な
く
な
っ
た
経
験
が
何
度
も
あ
る
。
思
わ
ず
微
笑
み
が
浮
か
ん
で
く
る
よ
う
な
暖
か
く
、
し
っ
と

り
と
し
た
、
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
恍
惚
と
し
た
気
分
に
浸
ら
せ
て
く
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
歌
に

よ
っ
て
喚
起
さ
れ
る
時
代
の
一
コ
マ
が
、
あ
る
い
は
一
人
の
人
生
の
一
コ
マ
が
必
ず
し
も
甘
美
な
思
い
出

の
世
界
に
誘
っ
て
く
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。
時
に
は
怒
り
が
記
憶
の
底
か
ら
沸
々
と
湧
き
上
が
る
か
も
し
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れ
な
い
し
、
悲
し
み
が
切
な
く
襲
っ
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

歌
と
は
人
間
に
と
っ
て
、
自
分
で
は
し
っ
か
り
と
は
摑
み
き
れ
な
い
、
形
に
な
ら
な
い
情
感
を
時
と
し

て
、
ま
こ
と
に
見
事
に
紡
ぎ
出
し
て
く
れ
る
も
の
ら
し
い
。
そ
し
て
、
強
い
共
感
を
抱
か
さ
れ
た
時
、
か

け
が
え
の
な
い
歌
と
し
て
、
長
い
年
月
の
中
で
も
心
の
奥
底
に
消
え
る
こ
と
な
く
残
っ
て
い
く
も
の
の
よ

う
で
あ
る
。

　

い
き
な
り
「
歌
は
世
に
つ
れ
…
…
」
な
ど
と
書
き
出
し
た
の
は
、
私
が
今
か
ら
一
〇
年
前
の
二
〇
〇
〇

年
に
『
中
国
「
戯
れ
歌
」
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ
』（
論
創
社
）
と
い
う
少
々
軽
妙
な
書
名
で
、
現
代
中
国
を
分

析
し
た
こ
と
に
関
わ
る
。

　

前
著
の
冒
頭
も
こ
の
言
葉
か
ら
だ
っ
た
の
で
、
そ
れ
に
合
わ
せ
よ
う
と
、
ふ
と
〝
遊
び
心
〟
が
出
た
と

い
う
わ
け
で
あ
る
。
実
は
こ
の
〝
遊
び
心
〟、
戯
れ
歌
に
は
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
要
素
で
あ
り
、
こ
れ

な
く
し
て
は
中
国
の
戯
れ
歌
も
日
本
の
川
柳
や
狂
歌
も
長
い
命
を
保
つ
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。

　

そ
こ
で
中
国
の
「
戯
れ
歌
」
に
入
る
前
に
、
日
本
の
「
川
柳
」
に
目
を
向
け
て
み
た
い
と
思
う
。
以
下

の
数
句
は
、
二
〇
〇
九
年
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
川
柳
大
賞
を
受
賞
し
た
作
品
の
一
部
で
あ
る
。
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し
ゅ
う
ち
心　

な
く
し
た
妻
は　

ポ
ー
ニ
ョ
ポ
ニ
ョ

　
　

久
し
ぶ
り　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
で　

同
窓
会

　
　

ぼ
く
の
嫁　

国
産
な
の
に　

毒
が
あ
る

　
　
「
パ
パ
が
い
い
！
」　

そ
れ
が
い
つ
し
か　
「
パ
パ
は
い
い
」

　

毎
年
、
第
一
生
命
保
険
が
お
こ
な
っ
て
い
る
コ
ン
ク
ー
ル
に
入
賞
し
た
作
品
で
、
引
用
し
た
の
は
、
順

に
一
位
か
ら
三
位
と
七
位
の
作
品
で
あ
る
。　

　

第
一
位
に
選
ば
れ
た
「
し
ゅ
う
ち
心　

な
く
し
た
妻
は
…
…
」
は
、
素
直
に
字
面
を
読
ん
で
も
こ
の
句

の
面
白
味
は
な
ん
と
な
く
理
解
で
き
る
と
思
う
。
し
か
し
、
世
相
に
少
々
疎
い
人
は「
ポ
ー
ニ
ョ
ポ
ニ
ョ
」

は
、〝
は
て
、
何
だ
ろ
う
？
〟
と
頭
を
ひ
ね
る
に
ち
が
い
な
い
。

　

ま
ず
、
こ
の
句
の
面
白
味
を
倍
加
さ
せ
る
に
は
、
次
の
こ
と
が
理
解
さ
れ
て
い
な
い
と
、
第
二
位
に
選

ば
れ
た
「
久
し
ぶ
り　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
で
…
…
」
に
七
〇
〇
票
以
上
の
差
を
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ

た
と
思
わ
れ
る
。
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・�

二
〇
〇
八
年
七
月
に
宮
崎
駿
制
作
・
監
督
に
よ
る
長
編
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
映
画『
崖
の
上
の
ポ
ニ
ョ
』

が
公
開
さ
れ
、
大
き
な
話
題
と
な
っ
た
。

　

・�
こ
の
作
品
の
主
題
歌
の
な
か
で
〝
ポ
ー
ニ
ョ
ポ
ニ
ョ
〟
と
い
う
言
葉
が
繰
り
返
し
使
わ
れ
て
い
て
、

主
人
公
ポ
ニ
ョ
を
形
容
し
て
〝
ま
ん
丸
お
な
か
の
女
の
子
〟
と
い
う
歌
詞
が
あ
る
。

　

・�

バ
ラ
エ
テ
ィ
番
組
に
出
演
し
て
い
た
「
羞
恥
心
」
と
い
う
人
気
ア
イ
ド
ル
グ
ル
ー
プ
が
あ
り
、
グ

ル
ー
プ
結
成
以
前
に
、
こ
の
番
組
に
出
演
し
て
い
た
一
人
が
「
羞
恥
心
」
を
〝
さ
じ
し
ん
〟
と
読
み
、

司
会
の
島
田
紳
助
が
あ
き
れ
返
っ
て
、
そ
の
場
に
い
た
三
人
を
「
羞
恥
心
」
と
名
付
け
た
。

　

以
上
の
知
識
を
も
っ
た
上
で
、
あ
ら
た
め
て
こ
の
川
柳
を
読
む
と
、「
夫
」
の
、
か
つ
て
は
惚
れ
た
腫

れ
た
で
一
緒
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
「
妻
」
が
、
羞
恥
心
を
忘
れ
、
体
型
だ
け
は
見
事
に
豊
か
に
な
っ
て
し

ま
っ
て
い
る
現
実
の
、
何
と
も
言
い
よ
う
の
な
い
悲
哀
と
諦
観
が
よ
り
強
烈
に
浮
か
ん
で
は
こ
な
い
だ
ろ

う
か
。
た
だ
、
こ
の
川
柳
に
好
感
が
も
て
る
の
は
、「
夫
」
が
そ
ん
な
「
妻
」
を
決
し
て
嫌
っ
て
は
い
な

い
ら
し
く
、
な
ん
と
な
く
ほ
ほ
え
ま
し
く
、
読
む
者
に
共
感
さ
え
呼
び
起
こ
す
句
に
な
っ
て
い
る
こ
と
だ

ろ
う
。
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第
二
位
の
川
柳
は
、
お
そ
ら
く
外
国
人
に
は
「
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
」
と
日
本
の
雇
用
状
況
が
わ
か
っ
て
い

な
い
と
理
解
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。
日
本
人
な
ら
、
こ
こ
に
お
世
話
に
な
ろ
う
が
な
る
ま
い
が
、
ほ
と

ん
ど
の
人
が
「
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
」
は
わ
か
る
に
ち
が
い
な
い
。
そ
し
て
日
本
が
置
か
れ
て
い
る
現
在
の
不

況
、
失
業
者
の
増
加
、
雇
用
不
安
、
給
料
カ
ッ
ト
と
い
っ
た
情
況
を
重
ね
合
わ
せ
れ
ば
、
こ
の
川
柳
も
寂

し
い
笑
い
の
向
こ
う
に
厳
し
い
現
実
が
横
た
わ
っ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
し
か
し
「
同
窓
会
」
と
結
ば
れ

る
こ
と
で
、
社
会
の
荒
波
に
も
揉
ま
れ
ず
青
春
を
謳
歌
し
た
時
代
が
あ
り
、
皮
肉
に
も「
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
」

が
そ
ん
な
お
互
い
の
姿
を
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
場
に
な
っ
た
の
は
確
か
。
と
は
い
え
、
久
し
ぶ

り
の
邂か

い

逅こ
う

の
後
に
訪
れ
た
で
あ
ろ
う
、
ど
う
に
も
や
る
せ
な
い
、
物
悲
し
い
空
気
が
流
れ
て
い
る
の
も
感

じ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

次
の
「
ぼ
く
の
嫁　

国
産
な
の
に
…
…
」
は
、
本
書
で
読
み
解
こ
う
と
し
て
い
る
中
国
と
大
い
に
関
係

が
あ
る
。
二
〇
〇
八
年
一
月
に
起
き
た
、
中
国
で
製
造
さ
れ
た
輸
入
冷
凍
餃
子
に
毒
が
混
入
し
て
い
た
事

件
は
、
記
憶
に
新
し
い
。
そ
れ
以
前
に
も
基
準
以
上
の
農
薬
が
含
ま
れ
て
い
た
中
国
輸
入
野
菜
な
ど
が
問

題
視
さ
れ
た
が
、
こ
の
餃
子
事
件
ほ
ど
に
は
食
の
安
全
性
に
対
す
る
疑
念
を
日
本
人
に
も
た
ら
し
は
し
な

か
っ
た
と
言
え
る
。
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そ
れ
だ
け
に
こ
の
川
柳
が
自
分
の
「
妻
」
が
「
国
産
な
の
に
」
そ
れ
で
も
「
毒
が
あ
る
」
と
い
う
下
句

が
俄
然
、
生
き
て
く
る
。
当
然
、
中
国
の
輸
入
食
品
に
関
わ
る
事
件
へ
の
知
識
が
な
け
れ
ば
、
こ
の
川
柳

は
ま
っ
た
く
面
白
味
を
失
う
は
ず
で
あ
る
。
た
だ
し
、
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
こ
こ
で
の
「
毒
」
は
本
物

の
毒
で
は
な
く
、
作
者
で
あ
る
「
夫
」
へ
の
対
応
が
厳
し
く
、
辛
辣
で
あ
る
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
も
っ

と
も
〝
家
内
安
全　

家
庭
円
満
〟
に
は
、
恐
妻
家
ほ
ど
よ
い
と
聞
い
た
よ
う
な
気
も
す
る
が
…
…
。

　

第
七
位
に
挙
げ
ら
れ
た
「
パ
パ
が
い
い
！
」
は
、
外
国
人
に
と
っ
て
わ
か
り
に
く
い
日
本
語
の
代
表
選

手
と
し
て
必
ず
出
て
く
る
「
は
」
と
「
が
」
の
使
い
分
け
の
お
も
し
ろ
さ
だ
ろ
う
。

　

本
書
で
取
り
上
げ
る
中
国
語
の
戯
れ
歌
に
も
、
似
た
よ
う
な
難
し
さ
が
た
び
た
び
現
れ
る
。
た
だ
し
そ

れ
は
助
詞
の
問
題
で
は
な
く
（
中
国
語
に
は
助
詞
は
な
い
）、
中
国
詩
に
特
有
の
「
韻
を
踏
む
」
と
か
「
同

じ
発
音
で
文
字
が
異
な
る
」
と
い
っ
た
と
き
に
起
こ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
が
戯
れ
歌
の
戯
れ
歌
と
し
て

の
真
骨
頂
な
の
だ
が
。

　

こ
の
よ
う
に
日
本
の
川
柳
を
読
み
解
い
て
み
る
と
、
日
本
の
民
衆
も
な
か
な
か
や
る
で
は
な
い
か
と

思
っ
て
し
ま
う
。
た
だ
中
国
の
「
戯
れ
歌
」
と
違
っ
て
、
批
判
、
皮
肉
、
嘲
笑
、
悲
哀
、
あ
る
い
は
諦
観

な
ど
が
あ
ま
り
辛
辣
で
は
な
い
作
品
が
多
い
よ
う
に
感
じ
る
。
こ
の
あ
た
り
に
は
国
民
性
の
違
い
が
出
て
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い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

も
っ
と
も
「
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
川
柳
」
な
の
で
、
作
品
の
ほ
と
ん
ど
が
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
目
線
で
綴
ら
れ

て
い
て
、
よ
り
身
近
な
テ
ー
マ
が
選
ば
れ
や
す
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
か
り
に
「
サ

ラ
リ
ー
マ
ン
」
と
い
う
枠
組
み
を
外
し
た
ら
、
お
そ
ら
く
も
っ
と
政
治
や
経
済
、
外
交
と
い
っ
た
面
に
も

目
が
向
け
ら
れ
、
政
治
風
刺
漫
画
の
よ
う
に
、
ず
っ
と
厳
し
い
批
判
や
揶や

揄ゆ

、
皮
肉
、
諧か
い

謔ぎ
ゃ
くが
現
れ
る

に
違
い
な
い
。

　

そ
れ
で
は
中
国
の
「
戯
れ
歌
」
と
は
い
か
な
る
も
の
な
の
か
。

　

上
述
し
た
拙
著
か
ら
一
部
を
引
用
し
て
、
ひ
と
ま
ず
確
認
を
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

　

日
本
人
が
言
う
「
漢
詩
」
は
、
後
漢
の
時
代
に
四
字
の
字
数
が
定
着
し
た
。
そ
れ
か
ら
さ
ら
に
遅

れ
る
こ
と
四
百
年
ほ
ど
、
六
朝
時
代
（
紀
元
三
〜
六
世
紀
頃
）
に
は
、
四
字
の
単
調
さ
を
補
う
も
の

と
し
て
、
五
字
で
表
現
す
る
こ
と
に
中
国
人
は
気
づ
い
た
。
日
本
人
に
も
な
じ
み
深
い
漢
詩
の
詩
形

が
こ
う
し
て
定
着
し
た
。

　

四
字
に
し
ろ
五
字
に
し
ろ
、
そ
の
リ
ズ
ム
は
四
拍
子
だ
と
言
わ
れ
る
。
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
の
で
思
わ
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ず
口
を
つ
い
て
出
て
し
ま
う
言
葉
の
並
び
を
発
見
し
、
定
着
さ
せ
た
こ
と
は
、
そ
の
後
の
中
国
文
学

に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。

　

こ
こ
で
言
う
「
戯
れ
歌
」
と
は
、
中
国
語
で
「
順
口
溜
」（
シ
ュ
ン
コ
ウ
リ
ュ
ウ
）
と
呼
ば
れ
る

も
の
で
、
非
常
に
語
呂
が
よ
い
韻
文
の
一
種
で
あ
る
。

　

一
句
の
長
さ
が
一
定
し
て
い
る
わ
け
で
な
く
、
二
字
か
ら
十
数
字
ま
で
あ
り
、
句
数
も
一
句
か
ら

数
十
句
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
と
は
言
っ
て
も
、
さ
す
が
は
漢
詩
の
国
だ
け
あ
っ
て
、
五
字
で

四
句
が
も
っ
と
も
多
く
、
つ
い
で
七
字
で
四
句
の
形
式
で
あ
る
。
な
ん
の
こ
と
は
な
い
、
い
わ
ゆ
る

「
五
言
絶
句
」「
七
言
絶
句
」
と
呼
ば
れ
る
形
式
に
当
て
は
ま
る
。（
中
略
）

　

た
だ
し
、
民
衆
の
言
葉
は
、
恐
ろ
し
い
ほ
ど
手
厳
し
く
、「
戯
れ
」
て
い
る
対
象
に
向
け
ら
れ
た

彼
ら
の
目
が
決
し
て
ご
ま
か
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
は
ず
で
あ
る
。
辛
辣
、
揶
揄
、
皮
肉
、

嘲
笑
、
さ
ら
に
は
侮
蔑
を
含
ん
だ
言
葉
の
数
々
か
ら
窺
え
る
民
衆
の
冷
徹
な
目
は
、
為
政
者
に
恐
れ

を
抱
か
せ
る
の
に
充
分
で
あ
る
。（
中
略
）

　

こ
れ
か
ら
紹
介
す
る
「
戯
れ
歌
」
は
、
誰
が
言
い
始
め
た
の
か
知
る
人
は
い
な
い
が
、
庶
民
の
口

か
ら
口
へ
渡
り
、
言
葉
に
い
っ
そ
う
磨
き
が
か
け
ら
れ
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
実
に
巧
み
に
彼
ら
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の
本
音
が
言
い
表
さ
れ
て
お
り
、
掛
け
値
な
し
の
民
衆
の
肉
声
が
聞
こ
え
て
く
る
。　

　

こ
の
文
章
を
収
め
た
旧
著
か
ら
一
〇
年
が
過
ぎ
た
。
こ
の
間
、
中
国
は
激
し
い
と
い
う
言
葉
が
陳
腐
に

な
る
ほ
ど
す
さ
ま
じ
い
変
動
、
変
貌
を
遂
げ
て
き
た
と
言
え
る
。

　

か
つ
て
日
本
も
高
度
成
長
期
と
い
う
時
代
を
経
験
し
て
き
た
が
、
現
在
の
中
国
は
そ
の
ま
っ
た
だ
中
に

あ
る
と
言
っ
て
い
い
。
こ
の
一
〇
年
間
、
中
国
は
ど
の
よ
う
に
歩
ん
で
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
何
が
変
わ
り
、

何
が
変
わ
っ
て
い
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

　

日
本
人
に
は
、
こ
う
し
た
中
国
に
少
な
か
ら
ず
関
心
を
も
ち
な
が
ら
、
戸
惑
い
を
覚
え
、「
ど
う
も
よ

く
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
思
い
を
抱
く
人
が
か
な
り
大
勢
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
新
聞
に
は
中
国

関
連
の
記
事
が
掲
載
さ
れ
な
い
日
は
な
い
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ

ら
の
記
事
を
通
し
て
だ
け
で
は
明
確
な
中
国
像
が
浮
か
ば
な
い
場
合
が
あ
る
。
あ
る
い
は
そ
れ
ら
の
記
事

を
目
に
し
た
が
た
め
に
、
か
え
っ
て
一
人
よ
が
り
な
中
国
像
を
結
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
可
能
性
も
な
き
に

し
も
あ
ら
ず
で
あ
る
。
ま
た
中
国
像
が
は
っ
き
り
見
え
な
い
た
め
に
、
わ
か
っ
て
し
ま
え
ば
ど
う
と
い
う

こ
と
も
な
い
事
柄
で
も
、
無
用
な
猜
疑
心
や
不
信
感
、
さ
ら
に
は
恐
れ
や
敵
愾
心
を
抱
く
こ
と
に
も
な
り
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か
ね
な
い
。

　

本
書
は
可
能
な
限
り
、
民
衆
の
生
活
と
彼
ら
の
感
覚
に
寄
り
そ
っ
て
、
彼
ら
が
紡
ぎ
出
し
た
戯
れ
歌
を

糸
口
に
中
国
の
現
状
を
探
り
、
中
国
民
衆
が
何
を
見
て
、
ど
う
感
じ
て
い
る
の
か
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る

も
の
で
あ
る
。

　

言
い
換
え
る
な
ら
、
新
聞
や
テ
レ
ビ
な
ど
日
本
の
マ
ス
コ
ミ
を
通
し
て
だ
け
で
は
見
え
な
い
、
民
衆
の

生
の
声
を
、
中
国
の
戯
れ
歌
を
通
し
て
見
て
み
よ
う
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
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改
革
開
放
路
線
の
前

「
文
化
大
革
命
」と「
大
鍋
飯
」

　

二
〇
〇
一
年
以
降
の
中
国
の
歩
み
を
見
る
前
に
、
改
革
開
放
路
線
が
始
ま
っ
た
一
九
八
〇
年
代
の
中
国

の
状
況
を
ま
ず
確
認
し
て
お
き
た
い
。
お
そ
ら
く
現
在
と
の
違
い
が
よ
り
鮮
明
に
浮
き
上
が
っ
て
く
る
の

で
は
な
い
か
と
思
う
。

　

た
だ
そ
れ
に
先
だ
っ
て
、
さ
ら
に
そ
の
前
、
つ
ま
り
改
革
開
放
以
前
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
く
こ

と
に
す
る
。

　

こ
こ
で
言
う
改
革
開
放
以
前
と
は
、「
文
化
大
革
命
」（
一
九
六
六
〜
七
六
年
）
中
の
中
国
で
あ
る
。
今

か
ら
三
十
余
年
前
の
一
九
七
六
年
に
収
束
し
た
文
化
大
革
命
は
、
個
人
財
産
を
認
め
な
い
「
人
民
公
社
」

組
織
が
強
化
さ
れ
、
思
想
的
に
は
極
左
路
線
が
敷
か
れ
て
い
た
。
文
化
大
革
命
に
つ
い
て
詳
述
す
る
つ
も

り
は
な
い
が
、
そ
の
極
左
路
線
が
い
か
に
極
端
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
の
例
を
一
つ
だ
け
挙
げ
て
お
く
こ
と
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に
す
る
。

　

今
で
は
あ
ま
り
に
も
馬
鹿
ら
し
く
て
、
笑
い
話
に
も
な
ら
な
い
の
だ
が
…
…
。

　

一
九
六
九
年
に
ア
メ
リ
カ
が
ア
ポ
ロ
一
一
号
で
月
に
人
間
を
送
り
込
み
、
ア
ー
ム
ス
ト
ロ
ン
グ
船
長
が

月
面
に
降
り
立
っ
た
。
そ
の
と
き
「
一
人
の
人
間
に
と
っ
て
は
小
さ
な
一
歩
だ
が
、
人
類
に
と
っ
て
は
大

き
な
飛
躍
」
と
語
っ
た
言
葉
は
そ
の
後
、
全
世
界
に
広
ま
り
有
名
と
な
っ
た
。
当
時
、
世
界
の
五
分
の
一

の
人
び
と
が
テ
レ
ビ
中
継
で
、
月
面
着
陸
の
瞬
間
を
見
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
文
化
大
革
命
の
ま
っ
た
だ
中
に
あ
っ
た
中
国
共
産
党
毛
沢
東
指
導
部
は
、
こ
の
事
実
を

い
っ
さ
い
国
民
に
知
ら
せ
な
か
っ
た
。
理
由
は
、
や
や
乱
暴
な
説
明
に
な
る
が
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
反
動
国
家

ア
メ
リ
カ
の
お
こ
な
っ
て
い
る
こ
と
を
知
る
の
は
、
毒
に
は
な
っ
て
も
益
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
も
の

だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

当
時
の
中
国
は
、
個
人
所
有
財
産
を
認
め
な
い
経
済
政
策
の
た
め
、
人
び
と
の
労
働
意
欲
は
減
退
し
、

経
済
活
動
が
す
っ
か
り
沈
滞
し
て
い
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
政
府
が
公
表
す
る
農
業
や
工
業
の
生
産

高
は
右
肩
上
が
り
だ
っ
た
。
の
ち
に
な
っ
て
わ
か
っ
た
こ
と
だ
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
の
数
字
は
粉
飾
さ
れ

て
い
た
の
で
あ
る
。
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「
大
鍋
飯
」（
ダ
ー
グ
オ
フ
ァ
ン
）
と
い
う
言
葉
は
、
当
時
の
中
国
人
た
ち
の
考
え
方
や
意
識
を
象
徴
的

に
示
し
て
い
た
。

　
「
鍋
」
は
日
本
で
言
え
ば
〝
釜
〟
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
言
葉
を
そ
の
ま
ま
解
釈
す
れ
ば
、〝
大
き
な

釜
の
飯
〟
で
あ
る
。
現
在
の
中
華
人
民
共
和
国
は
、
現
実
が
ど
う
で
あ
る
か
は
別
に
し
て
、
社
会
主
義
を

標
榜
し
て
い
る
。
し
か
し
、
一
九
七
八
年
に
始
ま
っ
た
改
革
開
放
路
線
以
前
は
、
正
真
正
銘
の
社
会
主
義

国
家
だ
っ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、「
完
全
雇
用
」
で
「
失
業
者
ゼ
ロ
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
現
在
、
厳
し

い
雇
用
状
況
に
追
い
込
ま
れ
て
い
る
少
な
か
ら
ぬ
日
本
人
は
こ
の
文
字
を
見
た
だ
け
で
、
垂
涎
状
態
に
な

る
の
で
は
…
…
。
失
業
者
を
一
人
も
出
さ
な
い
の
だ
か
ら
、
そ
れ
だ
け
で
す
ば
ら
し
い
と
言
え
る
の
か
も

し
れ
な
い
。

「
文
化
大
革
命
」か
ら「
改
革
開
放
」へ

　

と
こ
ろ
が
こ
こ
に
大
き
な
落
と
し
穴
が
待
っ
て
い
た
。
私
た
ち
人
間
と
い
う
も
の
が
、
異
常
な
ほ
ど
に

自
己
愛
が
強
く
、
欲
望
を
も
つ
動
物
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
徹
底
し
た
平
均
主
義
、
平
等

主
義
は
一
所
懸
命
働
こ
う
と
、
そ
う
で
な
か
ろ
う
と
、
同
一
賃
金
、
同
一
待
遇
が
原
則
で
あ
る
。
そ
う
な
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る
と
真
面
目
に
仕
事
を
す
る
方
が
ア
ホ
ら
し
い
と
い
う
思
い
が
頭
を
も
た
げ
る
の
は
、
む
し
ろ
当
然
だ
っ

た
か
も
し
れ
な
い
。

真
面
目
も
不
真
面
目
も
同
じ
こ
と

　
　
　

�

幹
多
幹
少
一
個
様

き
ち
ん
と
も
い
い
加
減
も
同
じ
こ
と

　
　

�

幹
好
幹
壊
一
個
様

　

ち
な
み
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
『
チ
ャ
イ
ナ
ネ
ッ
ト
』
の
資
料
で
は
、
一
九
七
〇
年
当
時
、
国
民
一
人

あ
た
り
の
年
間
所
得
は
大
ざ
っ
ぱ
な
数
字
に
な
る
が
、
お
よ
そ
二
五
〇
元
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
現
在
の

レ
ー
ト
（
一
元
＝
約
一
四
円
）
で
換
算
す
る
と
、
日
本
円
で
わ
ず
か
三
五
〇
〇
円
と
い
っ
た
と
こ
ろ
だ
ろ

う
か
。

　

だ
か
ら
こ
そ
、
と
言
っ
て
は
身
も
蓋
も
な
く
な
る
け
れ
ど
、
民
衆
の
上
に
立
つ
お
役
人
さ
ん
は
そ
の
地

位
を
最
大
限
に
利
用
す
る
こ
と
に
腐
心
す
る
よ
う
に
な
る
。

役
所
の
入
り
口

　
門
戸
開
放
で
す

　
　
　

�

衙
門
口

　
朝
南
開
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理
な
か
ろ
う
と
も
金
あ
れ
ば
ど
う
ぞ

　
　

�

有
理
没
理
拿
銭
来

理
が
あ
っ
て
も
金
な
け
れ
ば
お
断
り

　
　

�

有
理
没
銭
莫
進
来

　

一
句
目
の
原
文
「
朝
南
開
」
は
、
直
訳
す
れ
ば
「
南
向
き
に
開
い
て
い
る
」
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
の
戯

れ
歌
で
は
二
句
目
以
下
を
見
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、「
朝
南
開
」
に
込
め
ら
れ
た
意
味
は
、「
表
向
き
は
何

も
う
し
ろ
暗
い
と
こ
ろ
は
あ
り
ま
せ
ん
、
清
く
正
し
く
、
誰
に
で
も
門
は
開
い
て
い
ま
す
よ
。
で
も
そ
こ

は
そ
れ
お
金
が
ね
…
…
」
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
現
在
の
中
国
は
ど
う
か
。

　

二
〇
〇
九
年
九
月
に
公
表
さ
れ
た
中
国
統
計
局
の
デ
ー
タ
に
よ
る
と
、
二
〇
〇
八
年
の
国
民
一
人
あ
た

り
総
所
得
（
Ｇ
Ｎ
Ｉ
）
は
二
七
七
〇
ド
ル
、
日
本
円
に
す
る
と
二
五
万
六
八
九
〇
円
で
、
一
九
七
〇
年
当

時
に
比
べ
て
、
と
て
つ
も
な
い
数
字
に
な
っ
て
い
る
。
世
界
銀
行
の
基
準
に
照
ら
せ
ば
、
こ
の
数
字
は
す

で
に
中
所
得
国
家
の
仲
間
入
り
を
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
日
本
は
、
二
〇
〇
五
年
度
の
統
計
だ
が
、
一
人

あ
た
り
国
民
総
所
得
は
約
三
万
八
〇
〇
〇
ド
ル
だ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
い
ま
挙
げ
た
よ
う
な
戯
れ
歌
は
、
残
念
な
が
ら
過
去
の
こ
と
で
は
な
い
。
社
会
主
義
が
ど
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こ
か
に
飛
ん
で
い
っ
て
し
ま
っ
た
観
の
あ
る
現
在
の
中
国
で
も
、
依
然
と
し
て
生
き
残
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

　

さ
て
、
こ
の
文
化
大
革
命
だ
が
、
先
述
の
よ
う
な
情
況
の
中
で
、
中
国
は
経
済
だ
け
で
な
く
、
あ
ら
ゆ

る
領
域
で
世
界
か
ら
取
り
残
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
遅
れ
を
取
り
戻
し
、
新
た
な
国
家
建
設
を
目
指
す

べ
く
、
中
国
共
産
党
は
文
化
大
革
命
収
束
後
の
一
九
七
八
年
一
二
月
に
開
か
れ
た
中
国
共
産
党
第
一
一
期

第
三
回
全
体
会
議
で
、
改
革
開
放
路
線
へ
の
転
換
を
決
定
し
た
。

　

文
化
大
革
命
中
に
日
中
国
交
正
常
化
（
一
九
七
二
年
九
月
）
や
、
周
恩
来
首
相
死
去
（
一
九
七
六
年
一

月
）、
毛
沢
東
国
家
主
席
死
去
（
一
九
七
六
年
九
月
）
と
、
中
国
を
代
表
す
る
指
導
者
が
相
次
い
で
亡
く

な
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
新
し
い
中
国
の
始
動
を
暗
示
す
る
か
の
よ
う
だ
っ
た
。
事
実
、
一
九
八

一
年
六
月
に
な
る
と
中
国
共
産
党
は
毛
沢
東
に
よ
っ
て
発
動
さ
れ
た
文
化
大
革
命
を
全
面
的
に
否
定
す
る

に
至
っ
た
の
で
あ
る
。




