
さ
き
に
私
は
「
現
代
姫
歌
に
お
け
る
オ
ノ
マ
ト
ペ
」
を
発
表
し
た
（
「
国
語

と
国
文
学
」
第
四
六
○
号
）
。
そ
こ
で
は
オ
ノ
マ
ト
・
ヘ
に
三
種
の
用
法
が
あ
り
、

中
で
も
高
次
の
象
徴
的
用
法
を
中
心
と
し
て
、
そ
の
文
体
論
的
究
明
の
意
義
を

間
胆
と
し
て
提
起
し
た
。
し
か
し
、
例
に
よ
っ
て
反
響
は
今
な
お
皆
無
で
あ
る
。

も
っ
と
も
そ
の
原
稿
は
か
な
り
意
に
満
た
な
い
点
も
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。
そ

れ
故
こ
こ
に
続
稿
を
発
表
し
て
大
方
の
批
正
を
仰
ぐ
こ
と
に
し
た
。

１
前
稿
の
復
習

は
じ
め
に
先
ず
論
の
展
開
上
、
復
調
を
し
て
お
く
。

オ
ノ
マ
ト
・
ヘ
に
お
け
る
三
種
の
用
法
と
は
、

１
原
始
的
用
法
（
小
児
的
）
ｌ
言
語
認
識
の
不
十
分
な
次
元
。
記
号
以

前
の
段
階
。

２
日
常
的
用
法
（
実
用
的
）
ｌ
言
語
認
識
に
よ
る
次
元
。
記
号
の
代
用

の
段
階
。

３
象
徴
的
用
法
（
創
造
的
）
ｌ
言
語
認
識
を
超
え
よ
う
と
す
る
次
元
。

記
号
以
後
の
段
階
。

現
代
短
歌
に
お
け
る
オ
ノ
マ
ト
・
へ
補
説

ま
え
お
き

現
代
短
歌
に
お
け
る
オ
ノ
マ
ト
ペ
補
説

1

B

‐
ど
ぶ
ん
ど
ぶ
ん
と
寄
せ
て
ゐ
る
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

何
を
考
へ
て
ゐ
る
俺
な
ん
だ
ら
う
。
（
矢
代
東
村
「
。
〈
ン
と
ゞ
く
う
」
大
皿
）

、
、
、
、
、

Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
ｏ
Ｏ
ｏ

Ｃ
お
も
し
ろ
き
佐
渡
の
白
石
波
来
れ
ば
こ
ほ
ろ
こ
ほ
ろ
と
高
く
鳴
る
か
な

（
古
井
勇
「
人
間
経
」
昭
８
）
〔
数
字
は
製
作
年
代
。
以
下
同
じ
・
〕

一
口
に
「
波
の
音
」
と
云
っ
て
も
、
そ
れ
に
は
大
少
高
低
強
弱
遠
近
等
が
あ

っ
て
、
そ
の
描
写
は
種
々
様
煮
で
あ
る
。
「
ざ
ざ
」
も
あ
れ
ば
「
ご
ぐ
ん
」
も

あ
り
、
「
だ
ん
ぶ
」
も
あ
れ
ば
「
た
つ
ぷ
ぴ
ぷ
」
も
あ
る
。
対
象
た
る
情
景
が

同
じ
場
合
で
も
、
作
者
の
情
感
の
相
違
が
、
い
わ
ゆ
る
「
波
の
音
」
の
模
写
を

い
か
に
多
様
な
ら
し
め
て
い
る
か
。
前
稿
で
「
表
現
の
窓
意
的
側
面
と
描
写
の

と
な
る
。
こ
の
第
三
の
用
法
即
ち
象
徴
的
用
法
と
い
う
の
は
、
一
種
の
感
情
移

入
の
方
法
で
あ
る
。
こ
れ
を
図
式
的
に
示
す
と
、

対
象
Ｉ
↓
オ
ノ
↓
、
卜
・
へ
↑
ｌ
情
感
ま
た
は
対
象
ｌ
↓
情
感
ｌ
↓
オ
ノ
マ

ト
ペ

と
な
り
、
聴
覚
的
対
象
へ
の
密
着
と
作
者
の
内
面
的
心
情
の
仮
託
と
が
、
オ
ノ

マ
ト
・
ヘ
を
接
点
と
し
て
、
統
一
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
も
の
を
い
う
。

ａ
ひ
た
ひ
た
と
ひ
た
ひ
た
と
浪
夜
も
す
が
ら
古
き
入
江
に
鳴
る
は
か
な
し

も
（
前
田
夕
拝
「
生
く
る
日
に
」
大
２
）

ｂ
浪
は
た
だ

、
Ｉ
Ⅱ
Ｊ

ノ

き
●
｜
ワ

ｂ
Ｏ
Ⅱ
■
■
６
３

ｒ
■
Ｉ
ｑ
ｌ

1

孝

三

郎



極
限
的
側
面
と
を
一
体
化
す
る
と
こ
ろ
に
、
オ
ノ
マ
ト
・
へ
表
現
に
お
け
る
音
と

意
味
と
の
必
然
性
が
生
ま
れ
、
言
語
の
表
現
価
値
が
生
じ
る
」
と
云
っ
た
。
し

か
し
、
右
の
用
例
で
も
解
る
よ
う
に
、
こ
の
両
側
面
の
統
一
の
し
か
た
は
、
単

に
情
感
だ
け
で
な
く
、
極
々
の
傾
向
の
あ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

今
、
右
の
三
例
を
分
析
し
て
ぷ
る
と
ａ
は
「
古
き
入
江
」
に
「
夜
も
す
が

ら
」
鳴
り
続
け
る
浪
の
音
、
そ
れ
は
古
い
歴
史
の
彼
方
か
ら
遠
く
近
く
弱
々
し

く
、
し
か
も
作
者
の
眠
り
を
さ
ま
さ
ず
に
は
お
か
な
い
、
訴
え
る
よ
う
な
浪
音

で
あ
る
。
そ
の
主
観
的
味
嘆
的
表
現
「
か
な
し
も
」
は
、
「
ひ
た
ひ
た
・
・
・
・
：
」

の
オ
ノ
マ
ト
。
ヘ
を
通
じ
て
、
よ
く
哀
愁
悲
傷
の
情
調
を
表
わ
し
得
て
い
る
。

「
ひ
た
ひ
た
」
は
「
ぴ
ち
ぴ
ち
」
「
ぴ
た
び
た
」
な
ど
と
鳴
る
水
音
で
あ
ろ
う

が
、
決
し
て
単
な
る
擬
音
で
は
な
い
。
こ
こ
に
も
作
者
の
知
的
感
覚
的
印
象
的

な
傾
向
の
強
か
っ
た
歌
風
や
、
反
明
星
・
自
然
主
義
的
な
態
度
が
見
ら
れ
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

ｂ
の
歌
は
眼
下
に
緩
く
鈍
く
鳴
る
浪
の
音
で
あ
ろ
う
。
何
か
都
会
的
な
も
の

を
感
じ
る
が
、
背
鍬
も
何
も
描
か
れ
て
い
な
い
。
そ
の
代
り
「
何
を
考
へ
て
ゐ

る
俺
な
ん
だ
ら
う
」
と
い
う
卒
直
大
胆
な
表
現
が
あ
る
。
栽
景
手
法
よ
り
も
杼

情
発
想
に
そ
の
焦
点
を
合
わ
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
す
る
と
そ
の
オ
ノ
マ
ト
・
へ
「
ど

ぶ
ん
ど
ぶ
ん
」
に
は
、
一
見
単
調
で
平
凡
に
象
え
て
そ
こ
に
何
か
作
者
の
情
調

の
流
動
が
感
じ
ら
れ
る
。
も
し
そ
れ
を
作
者
の
内
的
世
界
の
象
徴
と
み
る
な
ら

ば
、
そ
れ
は
「
汚
濁
に
み
ち
た
現
実
」
と
も
と
れ
る
し
、
そ
の
「
暗
い
現
実
と

の
戦
い
の
中
で
、
低
迷
し
停
滞
し
蹄
朧
逵
巡
す
る
自
己
の
投
影
」
と
も
な
る
。

こ
こ
に
も
生
活
派
ら
し
い
飾
り
気
の
な
い
日
常
的
な
語
彙
に
よ
り
な
が
ら
、
か

な
り
必
然
的
な
も
の
が
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

Ｃ
の
場
合
は
「
商
く
鳴
る
」
波
の
音
で
あ
る
。
し
か
し
「
高
く
」
は
音
よ
り

且

一
■
名

三
四

も
波
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
従
っ
て
「
と
堂
ろ
」
で
は
な
く
て
「
こ
ほ
ろ
」
で

あ
る
。
そ
の
音
感
は
、
霧
の
か
か
っ
た
よ
う
な
、
荘
漠
と
し
て
遠
く
に
聞
え
る

大
波
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
も
人
生
漂
泊
の
思
い
が
揺
曳
し
て
い
る
。
人
間
の
哀

歓
を
な
め
つ
く
し
、
旅
に
味
嘆
的
な
晩
年
を
送
っ
た
作
者
の
生
が
託
さ
れ
て
い

る
。
一
首
の
歌
と
し
て
は
新
鮮
味
が
な
く
て
物
足
り
な
い
が
。

右
に
よ
っ
て
も
解
る
よ
う
に
、
オ
ノ
マ
ト
・
へ
表
現
が
、
語
感
は
も
と
よ
り
語

音
の
問
題
を
含
み
、
そ
の
対
象
描
写
に
際
し
て
は
た
ら
く
作
者
の
情
感
の
相
違

が
微
妙
に
反
映
し
、
そ
の
用
語
が
作
者
の
作
風
と
深
く
関
連
し
て
い
る
こ
と
が

頷
け
よ
う
。
従
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
単
に
表
現
上
の
技
法
の
問
題
で

は
な
い
。
‐
作
者
の
生
の
内
面
的
な
深
層
と
結
び
つ
く
可
能
性
を
有
す
る
。
こ
こ

に
文
体
の
問
題
と
し
て
と
り
あ
げ
る
理
由
が
あ
る
の
で
あ
る
。

Ａ
枯
れ
紬
れ
の
た
う
き
び
の
秀
に
雀
ゐ
て
ひ
ょ
う
ひ
ょ
う
と
遠
し
日
の
く

れ
の
風
（
北
原
白
秋
、
「
雀
の
卵
」
大
加
）

Ｅ
ひ
ょ
う
ひ
ょ
う
と
電
線
に
捻
る
風
の
音
身
に
沁
む
音
だ
。
一
人
き

い
て
い
る
。
（
渡
辺
順
三
「
烈
風
の
街
」
昭
吃
）

Ａ
の
歌
で
は
「
冬
の
雀
に
配
す
る
風
の
形
容
」
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
描
写
の
対
象
は
遠
く
に
聰
く
風
の
音
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
決
し
て
音

の
模
写
だ
け
に
終
っ
て
い
な
い
。
聴
覚
印
象
か
ら
視
覚
印
象
へ
、
さ
ら
に
は
そ

れ
以
上
の
、
云
わ
ぱ
感
覚
の
背
後
に
あ
る
実
在
に
迫
ろ
う
と
し
て
い
る
。
作
者

の
内
面
的
情
調
が
対
象
描
写
の
次
元
に
海
融
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
Ｂ
の

歌
は
「
ひ
ょ
う
ひ
ょ
う
ｌ
電
線
に
陥
る
風
の
音
」
で
あ
り
、
そ
の
情
感
は
、

２
オ
ノ
マ
ト
。
へ
の
象
徴
化
は

ど
の
よ
う
に
し
て
な
さ
れ
て
い
る
か

、

｢

I



↓
一
‐
身
に
泌
む
音
だ
」
と
い
う
。
こ
れ
は
単
な
る
説
明
で
、
杼
情
の
基
礎
が
薄
弱

で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
詩
的
内
容
が
日
常
性
を
超
え
て
い
な
い
・
右
の
「
ひ
ょ

う
ひ
ょ
う
」
は
「
ひ
ゅ
う
ひ
ゅ
う
」
で
も
「
ピ
ュ
ウ
ピ
ュ
ウ
」
で
も
よ
い
。
し

か
し
、
Ａ
の
「
ひ
ょ
う
ひ
ょ
う
」
は
ど
う
し
て
も
「
ひ
ょ
う
ひ
ょ
う
」
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
Ａ
の
オ
ノ
マ
ト
。
へ
表
現
を
象
徴
化
さ
れ
た
も
の
と
云
い
、
Ｂ

の
そ
れ
を
日
常
的
用
法
と
云
う
。

で
は
一
体
こ
の
オ
ノ
マ
ト
・
へ
の
象
徴
化
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
な
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
今
少
し
Ａ
の
歌
を
分
析
し
て
み
よ
う
。

１
「
ひ
ょ
う
ひ
ょ
う
」
の
音
感
：
：
．
筆
者
の
主
観
的
な
聴
覚
印
象
か
ら
云

う
と
、
寒
く
冷
た
く
幽
か
で
落
ち
つ
か
ぬ
感
じ
。
練
測
と
し
て
際
涯
の

な
い
気
分
。

へ
侭
』

２
「
ひ
ょ
う
ひ
ょ
う
と
」
の
語
感
：
…
・
漢
語
系
オ
ノ
マ
ト
・
ヘ
「
瓢
と
「

瓢
点
乎
」
な
ど
で
は
全
く
既
成
概
念
的
で
、
余
り
に
も
イ
ー
ジ
ー
す
ぎ

る
。
そ
う
し
た
気
持
か
ら
の
作
者
の
造
語
で
あ
ろ
う
。
漢
語
の
高
踏
性

を
排
し
て
、
し
か
も
「
上
↓
一
ゥ
ヒ
ュ
ウ
」
「
ピ
ュ
ゥ
ピ
ュ
ウ
」
の
よ
う

な
月
並
な
語
感
か
ら
も
救
わ
れ
て
い
る
。

３
「
ひ
ょ
う
ひ
・
よ
う
と
」
の
語
法
：
．
：
．
情
態
副
詞
が
形
容
詞
を
修
飾
す
る

こ
と
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
右
は
、
形
容
詞
「
遠
し
」
を
修
飾
し
て
、

空
の
彼
方
を
通
り
す
ぎ
る
遥
か
な
る
風
の
音
を
形
容
し
て
い
る
。
こ
の

一
兄
、
文
法
上
の
破
絡
と
み
ら
れ
る
表
現
が
決
し
て
破
格
で
な
い
の
は
、

（
註
一
）

上
句
の
述
語
的
用
法
で
、
古
典
和
歌
に
そ
の
用
例
は
頗
る
多
い
。
「
枯

れ
枯
れ
の
た
う
き
び
の
秀
に
雀
ゐ
て
ｌ
ひ
ょ
う
ひ
ょ
う
」
た
る
風
情

を
感
じ
る
と
い
う
の
は
視
覚
印
象
で
あ
り
、
「
ひ
ょ
う
ひ
ょ
う
と
遠
し

日
の
く
れ
の
風
」
．
と
い
う
の
は
聴
覚
印
象
で
あ
る
。
こ
の
表
現
の
二
重

現
代
短
歌
に
お
け
る
オ
ノ
マ
ト
。
へ
補
説

p

可

椛
造
に
よ
っ
て
、
そ
の
効
果
を
あ
ら
し
め
て
い
る
こ
と
は
、
頗
る
非
凡

な
技
巧
と
云
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

４
「
ひ
ょ
う
ひ
ょ
う
と
」
の
モ
チ
ー
フ
…
…
そ
れ
が
そ
の
ま
上
一
首
の
モ

チ
ー
フ
で
あ
る
。
冬
枯
れ
の
寒
女
と
し
た
田
家
、
か
す
か
に
ゆ
ら
ぐ
唐
‐

黍
の
馳
先
に
消
え
入
る
よ
う
に
と
ま
っ
て
い
る
一
羽
の
雀
。
そ
し
て
遠

空
に
聰
く
夕
風
の
音
。
１
以
上
、
外
部
的
な
動
因
。
こ
れ
に
対
し
て
、

（
註
二
）

「
ひ
ょ
う
ひ
ょ
う
」
一
語
だ
け
で
も
「
八
年
間
考
へ
て
、
や
っ
と
得
た
」

と
い
う
。
こ
奥
に
は
作
者
の
生
活
に
お
け
る
内
部
的
な
衝
迫
が
あ
る
。

こ
上
で
も
し
作
者
の
言
葉
を
額
面
通
り
に
遡
れ
ば
、
「
冬
枯
の
さ
び
し

さ
に
雀
の
羽
音
ば
か
り
聴
い
て
、
食
ふ
も
の
も
着
る
も
の
も
殆
ど
な
い

貧
し
い
」
（
雀
の
卵
、
太
序
）
生
活
を
基
底
に
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

閑
か
に
貧
し
さ
に
堪
え
て
生
き
よ
う
と
し
た
人
生
の
わ
び
し
さ
。
耐
乏

の
境
涯
に
愈
々
透
徹
し
た
心
耳
で
、
大
自
然
の
声
を
録
し
よ
う
と
し
た

気
晩
が
感
じ
ら
れ
る
。
消
え
入
る
よ
う
な
雀
と
い
い
、
夕
空
を
通
り
過

ぎ
る
風
の
音
と
い
い
、
す
べ
て
は
作
者
の
心
象
瓜
餓
に
他
な
ら
な
い
。

叙
景
手
法
よ
り
も
杼
情
発
想
に
中
心
が
あ
る
。

５
－
首
の
印
象
…
…
全
休
と
し
て
淡
々
と
し
た
味
が
あ
る
。
水
墨
画
的
・

東
洋
的
諦
観
の
個
性
的
な
観
照
が
見
出
さ
れ
る
。
そ
の
表
現
に
お
け
る

態
度
は
具
体
的
直
観
を
根
底
に
し
て
い
る
。
写
生
に
出
発
し
て
、
よ
り

商
く
、
よ
り
深
く
、
閑
か
で
幽
か
な
境
地
に
達
し
て
い
る
。
自
然
の
実

相
に
触
れ
、
人
生
無
常
の
相
に
悟
入
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

右
の
１
か
ら
３
ま
で
は
、
云
わ
ぱ
音
相
・
語
粂
・
語
法
上
の
問
題
で
あ
り
、

４
．
５
は
一
首
の
モ
テ
ィ
ー
フ
な
ら
び
に
そ
の
モ
テ
ィ
ー
フ
を
形
成
し
た
作
者

の
文
芸
観
や
世
界
観
の
問
題
で
あ
る
。

三
五
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さ
き
に
私
は
、
オ
ノ
↓
、
卜
・
へ
表
現
に
お
け
る
必
然
性
と
は
何
か
と
自
問
し
、

オ
ノ
マ
ト
。
へ
表
現
に
お
け
る
必
然
性
と
は
、
表
現
者
の
恐
意
性
を
し
て
極
限
的

な
も
○
に
高
め
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
極
め
て
抽
象
的

な
解
答
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
要
は
具
体
的
な
作
品
の
文
章
構
造
を
分
析
し
て
、

な
ぜ
そ
の
オ
ノ
マ
ト
・
ヘ
が
そ
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
、

と
い
う
こ
と
を
究
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
右
の
よ
う
な
、
音
感
（
音
相
）
・

語
感
（
語
莱
）
・
語
義
・
語
法
、
さ
ら
に
は
構
文
や
修
辞
の
上
で
、
ま
た
モ
テ

ィ
ー
フ
・
主
題
・
作
風
・
思
想
・
性
格
等
灸
を
分
析
し
て
、
そ
の
表
現
の
必
然

性
を
探
求
す
る
こ
と
で
あ
る
。

オ
ノ
マ
ト
・
へ
表
現
は
い
か
な
る
条
件
に
お
い
て
象
徴
化
さ
れ
る
か
。
オ
ノ
マ

ト
・
ヘ
に
お
け
る
象
徴
的
用
法
の
必
要
条
件
と
は
何
か
、
必
要
に
し
て
十
分
な
条

件
と
は
何
か
。
こ
れ
に
対
し
て
、
私
は
次
の
よ
う
な
も
の
を
あ
げ
た
い
と
思
う
。

Ｉ
所
与
の
聰
党
印
象
の
表
現
は
、
作
者
が
既
に
Ⅲ
己
の
内
に
も
っ
て
い
る

情
感
、
ま
た
は
そ
の
印
象
に
よ
っ
て
触
発
さ
れ
た
情
感
と
の
関
連
上
、
ど

う
し
て
も
オ
ノ
マ
ト
・
ヘ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

Ｉ
そ
の
表
現
は
、
そ
の
場
合
、
ど
う
し
て
も
そ
の
オ
ノ
マ
ト
ゞ
ヘ
に
よ
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

Ⅲ
そ
の
オ
ノ
マ
ト
・
へ
は
、
そ
の
文
章
で
、
構
文
及
び
構
想
上
、
ど
う
し
て

も
そ
の
位
置
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

、
、

、
、

Ⅳ
そ
の
オ
ノ
マ
ト
？
へ
表
現
を
含
む
文
章
は
、
そ
の
一
語
を
取
り
除
く
と
、

表
現
価
値
を
低
下
し
、
文
体
の
ぶ
ち
こ
わ
し
に
な
る
こ
と
。

右
の
Ⅳ
は
必
要
に
し
て
か
つ
十
分
な
条
件
と
云
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。

３
字
眼
の
探
究

世

1

一
二
一
〈

雪
中
の
芭
蕉

暗
い
ほ
ど
藍
紫
の
空
の
下
に

真
白
な
雪
中
の
芭
蕉
が
あ
る
。

あ
あ
、
こ
の
夜
明
を
誰
が
見
つ
け
た
ぞ
。

雪
は
つ
も
る
だ
け
つ
も
り
つ
く
し
て
、

し
ん
ぞ
り
と
し
づ
れ
よ
う
と
す
る

こ
の
澄
み
明
っ
た
、
こ
の
刹
那
の
、
こ
の
聖
な
る
閑
け
さ
の
中
で
、

あ
あ
、
誰
が
情
痕
の

あ
の
純
め
く
雪
の
杏
蠅
を
捉
へ
よ
う
ぞ
。

啼
け
よ
、
鴉
よ
、

あ
あ
、
啼
け
よ
、
鴉
よ
・
（
白
秋
全
集
、
第
三
巻
、
三
六
六
頁
）

右
の
「
し
ん
ぞ
り
」
に
対
し
て
小
林
英
夫
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

州
早
く
雨
戸
を
あ
け
て
ぶ
る
と
、
音
も
せ
ず
に
降
っ
た
昨
夜
の
雪
が
、
バ

シ
ョ
ー
の
葉
の
上
に
、
今
に
も
く
ず
れ
落
ち
そ
う
な
か
っ
こ
う
に
積
も
っ
て

い
る
。
そ
よ
と
の
風
も
な
い
が
、
朝
日
の
昇
る
と
共
に
気
温
が
高
ま
っ
て
、

葉
の
上
の
雪
は
地
面
に
落
ち
る
だ
ろ
う
。
そ
の
音
は
「
ズ
シ
リ
」
と
い
っ
て

は
、
余
り
に
大
げ
さ
す
ぎ
る
。
そ
れ
は
い
わ
ば
高
速
度
写
真
に
で
も
取
ら
ね

ば
な
ら
ぬ
ほ
ど
、
短
い
宇
宙
の
廻
転
の
ひ
と
コ
マ
に
お
け
る
、
か
す
か
な
、

ほ
の
か
な
出
来
事
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
瞬
間
的
な
物
理
現
象
が
、
我

之
の
生
活
に
と
っ
て
何
の
意
味
が
あ
ろ
う
か
。
そ
の
通
り
。
す
べ
て
の
人
間

が
こ
の
現
象
に
気
を
止
め
な
い
。
し
か
し
、
自
分
は
ち
が
う
。
自
分
に
は
こ

の
一
せ
つ
茜
く
ら
い
貴
い
も
の
は
な
い
の
だ
。
そ
こ
に
こ
そ
絶
対
の
真
理
が

●
あ
る
。
そ
こ
に
こ
そ
ま
こ
と
の
生
命
が
あ
る
。
ｌ
と
、
こ
う
ゆ
う
ふ
う
に

で
も
説
い
て
い
る
か
の
よ
う
に
、
詩
人
は
「
し
ん
ぞ
り
」
と
ゆ
う
語
を
使
っ

§
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I

文
一
句
に
お
け
る
生
命
を
あ
ず
か
っ
て
い
る
語
を
字
眼
と
と
な
え
て
お
り
ま

ｌ
（
註
三
）

す
。
（
傍
線
筆
者
）

小
林
の
い
う
字
眼
に
属
す
る
オ
ノ
マ
ト
・
へ
表
現
を
探
る
こ
と
。
こ
れ
が
吾
有

に
与
え
ら
れ
た
課
題
で
あ
ろ
う
。

杜
甫
の
傑
作
と
称
さ
れ
て
い
る
「
登
高
」
と
い
う
七
言
律
詩
に
二
つ
の
オ
ノ

一
、
ト
。
ヘ
が
あ
る
。

風
急
天
高
独
川
哀
風
は
急
に
天
は
高
く
し
て
猿
の
聯
く
こ
と
哀
し

渚
清
沙
白
烏
飛
廻
渚
は
清
く
沙
は
白
く
し
て
鳥
の
飛
ぷ
こ
と
廻
る

無
辺
落
木
荊
刑
下
無
辺
の
落
木
は
前
前
と
し
て
下
ち

、
、
、

不
尽
長
江
渡
渡
来
不
尽
の
長
江
は
濃
淡
と
し
て
来
た
る

た
び
び
と

万
里
悲
秋
常
作
客
万
里
秋
を
悲
し
み
て
常
に
客
と
為
り

た
へ
い

百
年
多
病
独
登
台
百
年
の
多
病
独
り
台
に
登
る

は
な
は

銀
難
苛
恨
繁
滿
鬘
銀
難
苦
だ
恨
む
繁
霜
の
誉

ろ
う
と
う

漆
倒
新
佇
濁
禰
盃
漆
倒
新
た
に
什
む
測
椚
の
盃

右
の
「
洲
洲
」
「
猿
渡
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
落
葉
す
る
音
」
「
水
の
淡
き
立

つ
音
」
の
形
容
で
あ
り
、
厳
密
に
は
音
と
い
う
よ
り
は
状
態
で
あ
ろ
う
。
右
を

吉
川
は
吹
の
よ
う
に
云
う
。

落
木
と
は
、
落
ち
葉
す
る
木
で
あ
る
。
既
に
葉
の
ま
ば
ら
に
な
っ
た
木
は
、

吹
き
つ
け
る
突
風
に
、
葉
を
さ
ら
わ
れ
、
葉
は
荊
洲
と
、
音
を
立
て
て
下
る
。

視
界
の
か
ぎ
り
無
辺
際
に
ひ
ろ
が
る
落
葉
の
林
、
林
が
無
辺
際
で
あ
る
と
と

も
に
、
箭
珈
の
音
も
無
辺
際
で
あ
る
。
か
さ
こ
そ
と
散
る
葉
の
音
は
、
も
は

現
代
短
歌
に
お
け
る
オ
ノ
マ
ト
ペ
補
説

ｊ
も
矛
う
こ
の
非
Ｗ
は

あ
る
い
わ
ま
た

て
い
る
の
で
あ
り
ま
す

こ
の
一
語
を
他
の
ど
ん
な
語
と
取
り
替
え
た
と
し
て
も
、

ち
こ
わ
し
に
な
っ
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
。
こ
の
よ
う
な
一

こ
の
詩
か
ら
こ
の
一
語
を
取
り
除
い
た
な
ら
ば
、

§

。

以
上
要
す
る
に
、
オ
ノ
マ
ト
・
へ
の
象
徴
化
に
は
、
作
者
の
生
の
内
面
的
な
情

調
の
普
遍
化
な
い
し
作
者
の
思
想
や
作
風
が
形
象
化
さ
れ
て
い
る
点
に
意
義
が

あ
る
。
そ
れ
は
決
し
て
単
な
る
表
現
上
の
技
巧
の
問
題
や
、
装
飾
的
な
修
辞
上

の
問
題
で
は
な
く
、
文
体
論
の
問
題
で
あ
る
。
さ
て
こ
れ
を
今
後
ど
の
よ
う
に

し
て
研
究
の
凱
上
に
載
せ
る
か
が
五
目
の
課
題
で
あ
ろ
う
。

三
七

や
さ
さ
や
き
で
は
な
い
。
耳
を
す
ま
せ
ば
、
大
き
な
ざ
わ
め
き
と
な
っ
て
、

天
地
の
問
に
み
ち
承
ち
る
。
空
虚
な
空
間
に
み
ち
み
ち
る
。

更
に
ま
た
長
江
、
す
な
わ
ち
揚
子
江
は
、
あ
た
か
も
巨
大
な
動
脈
の
よ
う
に
、

大
き
く
う
ご
め
き
つ
つ
流
れ
て
い
る
。
あ
と
か
ら
あ
と
か
ら
と
、
つ
き
せ
ぬ

波
が
、
無
限
に
も
り
あ
が
っ
て
、
浜
涙
と
、
わ
き
立
つ
よ
う
に
流
れ
て
い
る
。

「
不
尽
長
江
渡
浜
来
」
。
い
ま
も
中
国
の
あ
る
地
方
の
俗
語
で
は
、
お
湯
の

グ
ヌ

わ
き
立
つ
こ
と
を
渡
と
い
う
。

涙
渡
と
は
そ
れ
と
連
な
っ
た
言
葉
で
あ
る
。
杜
甫
が
天
地
の
ざ
わ
め
き
、
う

ご
め
き
を
い
う
と
き
は
、
い
つ
も
き
っ
と
彼
自
身
の
人
生
の
う
ご
め
き
、
ざ

わ
め
き
を
、
み
ち
び
き
川
さ
ん
と
し
て
で
あ
る
。
（
中
略
）

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

不
平
の
心
は
、
淋
木
と
と
も
に
渡
湊
と
し
て
鳴
り
、
悲
哀
は
、
長
江
の
水
と

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
．
、
、
（
註
四
）

お
な
じ
く
、
あ
と
か
ら
あ
と
か
ら
と
、
わ
き
あ
が
ら
ざ
る
得
ぬ
。

九
月
九
日
、
登
高
の
佳
節
に
、
独
り
山
上
の
高
楼
に
登
り
、
深
ま
る
秋
の
自

然
を
傭
職
し
て
の
感
慨
で
あ
る
。
「
百
年
の
多
病
」
と
い
う
。
孤
独
・
放
浪
の

愁
い
を
抱
い
て
苦
悩
す
る
こ
の
杜
甫
の
詩
は
、
こ
の
二
つ
の
オ
ノ
マ
ト
・
ヘ
を
噴

火
口
と
し
て
、
灼
熱
の
情
感
を
噴
出
し
、
す
さ
ま
じ
い
鳴
動
を
今
も
な
お
続
け

て
い
る
活
火
山
で
は
な
か
ろ
う
か
。

む

十

び

▼

写
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