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「
わ
が
君
」
が
「
君
が
代
」
と

な
っ
た
こ
と
で
、
歌
に
新
た
な

命
が
吹
き
込
ま
れ
た
。
大
切
な

人
の
長
寿
と
幸
せ
を
祈
る
歌
で

、

。

あ
り

一
族
の
繁
栄
を
祈
る
歌

肉
体
は
滅
ん
で
も
、
魂
は
受
け

継
が
れ
、
行
き
続
け
て
い
く
。

そ
の
永
遠
の
命
を
寿
ぎ
、
魂
を

受
け
継
ぐ
こ
と
を
心
に
誓
う
歌

で
も
あ
る
。

こ
う
し
て
、
こ
の
歌
は
私
た

ち
日
本
人
の
暮
ら
し
に
溶
け
込

み
、
千
年
以
上
の
永
き
に
わ
た

っ
て
愛
さ
れ
続
け
て
き
た

君
。『

』

、

、

が
代

は

江
戸
時
代
ま
で
は

私
た
ち
み
ん
な
の
歌
、
言
い
換

え
れ
ば
国
民
の
歌
だ
っ
た
。

国
歌
『
君
が
代
』

と
こ
ろ
が
、
明
治
時
代
に
な

っ
て
、
国
民
み
ん
な
の
歌
は
、

新
た
な
局
面
を
迎
え
る

『
君

。

が
代
』
が
国
歌
と
し
て
歌
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
。

国
歌
に
な
る
と
、
国
の
様
々

な
行
事
で
歌
わ
れ
る
こ
と
が
多

く
な
り

「
君
が
代
」
と
い
う

、

表
現
の
ま
ま
で
「
大
君
の
代
」

お
お
ぎ
み

と
同
じ
意
味
が
発
生
す
る
の

で
、
次
第
に
「
天
皇
の
お
治
め

お
さ

に
な
る
御
代
」
と
い
う
意
味
も

込
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

さ
ら
に
戦
前
・
戦
中
は
、
天
皇

の
御
代
を
寿
ぐ
歌
と
し
て
、
学

校
で
も
教
え
ら
れ
た
。

長
い
歴
史
の
中
で
、
捉
え
方

と
ら

は
時
代
ご
と
に
変
わ
っ
て
き
た

が

『
君
が
代
』
は
国
民
に
愛

、
さ
れ
続
け
、
明
治
以
降
は
国
歌

と
し
て
歌
い
継
が
れ
て
き
た
。

実
は
、
法
的
に
国
歌
と
定
め
ら

れ
た
の
は
、
平
成
に
入
っ
て
か

ら
。
平
成

年
に
「
国
旗
及
び
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国
歌
に
関
す
る
法
律
」
が
制
定

さ
れ

『
君
が
代
』
は
、
正
式

、

に
日
本
の
国
歌
と
な
っ
た
。

国
歌
を
天
皇
陛
下
と
国
民
が

一
緒
に
歌
う
と
き

国
民
は

陛

、

「

下
の
ご
長
寿
と
平
和
な
こ
の
国

が
い
つ
ま
で
も
い
つ
ま
で
も
続

き
ま
す
よ
う
に
」
と
願
う
が
、

陛
下
は

「
国
民
の
命
の
尊
さ

、

を
思
い
、
我
が
国
と
世
界
の
人

々
の
安
寧
と
幸
せ
を
、
そ
し
て

平
和
を
祈
っ
て
」
く
だ
さ
る
。

お
互
い
に
思
い
や
る
心
が
響
き

合
う
歌
、
そ
れ
が
『
君
が
代
』

な
の
だ
。

世
界
一
古
く

世
界
一
短
い
国
歌

わ
ず
か

音
か
ら
成
る
、
世

32

界
で
一
番
短
い
国
歌
『
君
が

代

。
そ
の
歌
詞
は

世
紀
に

』

10

始
ま
り
、
世
界
で
一
番
古
い
歌

詞
を
持
つ
国
歌
で
も
あ
る
。

そ
こ
に
は
和
を

尊

び
、
命

と
う
と

を

慈

し
む
、
先
人
た
ち
の
真

い
つ
く

心
が
溢
れ
て
い
る
。
も
し
か
し

あ
ふ

た
ら

『
君
が
代
』
は
、
先
人

、

た
ち
か
ら
今
を
生
き
る
私
た
ち

に
、
そ
し
て
同
じ
地
球
に
暮
ら

す
、
あ
ら
ゆ
る
命
に
向
け
ら
れ

た
、
時
空
を
超
え
た
ラ
ブ
レ
タ

ー
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の

『
君
が
代
』
の
歴
史
が
、
私
た

ち
の
未
来
に
希
望
の
光
を
灯
し

て
く
れ
る
と
信
じ
て
、
こ
の
絵

本
を
創
ら
せ
て
い
た
だ
い
た
。

推
薦
者
・
中
西
進

先
生
の
想
い

『
君
が
代
』
の
本
歌
は
、
恋
文

（
ラ
ブ
レ
タ
ー
）
愛
の
歌
。
し

か
も
、
詠
み
人
し
ら
ず
。
国
歌

よ

な
の
に
作
者
不
明
。
そ
れ
が
こ

の
国
の
あ
り
よ
う
に
通
じ
る
。

他
者
を
愛
し
、
自
然
を
畏
れ

お
そ

つ
つ

敬

い
、
大
ら
か
に
和
や

う
や
ま

か
に
暮
ら
す
こ
と
を
重
ん
じ
て

き
た
日
本
人
。
そ
こ
に
は
根
源

こ
ん
げ
ん

的
な
想
い
と
願
い
が
込
め
ら
れ

て
い
て
、
千
年
以
上
に
わ
た
り

先
人
た
ち
に
愛
さ
れ
て
き
た
。

し
か
し
、
開
国
し
て
間
も
な

い
百
四
十
年
程
前
、
外
交
の
国

際
儀
礼
上

「
国
歌
」
の
演
奏

、

が
必
要
と
な
っ
た
。
白
羽
の
矢

が
立
っ
た
『
君
が
代
』
は
、
富ふ

、

、

国

強

兵
の
も
と

国
家
主
義

こ
く
き
よ
う
へ
い

軍
国
主
義
、
戦
争
と
結
び
つ
け

ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
国
家
政

策
と
し
て
使
わ
れ
、
終
戦
を
迎

え
た
。
そ
の
結
果
、
嫌
悪
、
否

け
ん

お

定
さ
れ
た
り
す
る
状
況
が

年
80

近
く
、
今
も
続
い
て
い
る
。

■
歌
に
は
何
の
罪
も
な
い

こ
の
こ
と
は
、
千
年
以
上
愛

さ
れ
続
け
て
、
ほ
ん
の
百
年
ほ

ど
の
、
人
間
の
し
わ
ざ
、
そ
の

結
果
に
す
ぎ
な
い
。

『
君
が
代
』
を

こ
の
絵
本
は

「
も
と
に
も
ど
す
」
大
切
な
役

が
あ
る
。
だ
か
ら
私
は
、
こ

割の
絵
本
の
出
版
に
大
賛
成
だ
。

こ
の
役
割
を
正
面
切
っ
て
引
き

受
け
た
一
般
向
け
の
書
物
は
、

こ
れ
ま
で
無
か
っ
た
。
実
に
大

切
な
役
割
の
本
に
な
る
。

寄
付
本

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

上
記
紹
介
の
国
文
学
者
・
中

西
進
先
生
の
お
話
に
あ
る
よ
う

に
、
諸
問
題
か
ら
こ
の
絵
本
は

多
く
の
一
般
書
店
で
の
販
売
は

。

、

、

な
い

ご
注
文
は

ア
マ
ゾ
ン

ま
た
は
出
版
元
の
「
文
屋
」
公

式
サ
イ
ト
か
ら
と
な
る
。

そ
の
う
え
で
、
未
来
を
創
る

日
本
中
・
世
界
中
の
子
ど
も
た

ち
に
、
日
本
人
の
心
を
ぜ
ひ
届

、

「

」

け
た
い
と

出
版
元
の

文
屋

バ
イ
リ
ン
ガ
ル
絵
本

さ
ん
が
、

（
和
英
対
訳

『
ち
よ
に
や
ち

）

よ
に
～
愛
の
う
た

き
み
が
よ

の
旅
』
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
す
る
企

、「

」

画

寄
付
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

を
展
開
中
。

ご
賛
同
い
た
だ
い
た
皆
様
か

ら
お
預
か
り
す
る
資
金
を
活
用

し
て

「
文
屋
」
が
そ
の
金
額

、

に
応
じ
た
書
物
を
、
寄
付
先
の

施
設
や
学
校
の
子
ど
も
た
ち
に

「
愛
と
善

プ
レ
ゼ
ン
ト
す
る
、

。
よ
ろ
し
け

意
の
循
環
事
業
」

れ
ば
、
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

「

」

ち
よ
に
や
ち
よ
に

寄
付
本

（
白
駒
妃

で
検
索

登
美
さ
ん
の
ご
挨
拶

動
画
も
あ
り

。
）

日
本
画
家
の
吉
澤
み
か
さ
ん

が
、
そ
の
世
界
観
を
胸
の
透
く

よ
う
な
美
し
い
絵
画
で
表
現
。

Ｎ
Ｈ
Ｋ
キ
ャ
ス
タ
ー
等
で
活
躍

中
の
山
本
ミ
ッ
シ
ェ
ー
ル
さ
ん

が
英
訳
。
大
人
も
子
ど
も
も
楽

し
く
学
べ
る
、
そ
し
て
英
語
学

習
に
も
。
ぜ
ひ
多
く
の
人
へ
。

『
君
が
代
』
の
本
歌

本
歌
は
、
今
か
ら
千
百
年
以
上

前
の
平
安
時
代
前
期
に
編
纂
さ
れ

へ
ん
さ
ん

た
『

』
に
あ
る
。

古
今
和
歌

集

こ

き
ん

わ

か

し
ゆ
う

題
し
ら
ず

読
人
し
ら
ず

よ
み
び
と

わ
が
き
み
は

ち
よ
に
や
ち
よ
に

さ
ざ
れ
い
し
の

い
は
ほ
と
な
り
て

わ

お

こ
け
の
む
す
ま
で

（
古
今
和
歌
集
三
四
三
）

も
と
の
歌
は

「
君
が
代
」
で
は

、

な
く

。
当
時
、
主
に
女

「
わ
が
君
」

性
が
、
愛
す
る
男
性
を
呼
ぶ
時
に

「
わ
が
君
」
と
言
っ
た
。
こ
の
歌

は
、
平
安
時
代
に
生
き
た
あ
る
人

物
が
、
恋
し
い
人
に
「
い
つ
ま
で

も
、
長
生
き
し
て
く
だ
さ
い
ね
」

と
歌
い
上
げ
た
ラ
ブ
レ
タ
ー
だ
っ

た
の
だ

と
い
っ
て
、
お

。
「
賀
歌
」

が
の
う
た

「
言
祝

め
で
た
い
時
に
歌
わ
れ
る

こ

と

ほ

に
分
類
、

ぎ
（
お
祝
い
）
の
歌
」

た
く
さ
ん
の
人
に
愛
さ
れ
、
大
人

気
の
歌
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

そ
の
証
し
に
、
お
よ
そ
百
年
後

あ
か

の
千
十
三
年
頃
、
藤

原

公
任
と
い

ふ
じ
わ
ら
の
き
ん
と
う

う
人
が
、
み
ん
な
が
楽
し
く
朗
詠

ろ
う
え
い

『
和
漢

で
き
る
名
歌
を
編
纂
し
た

わ

か
ん

朗
詠

集

』
に

「
わ
が
君
は
」
が

、

ろ
う
え
い
し
ゆ
う

「
君
が
代
は
」
と
手
を
加
え
ら
れ

て
、
登
場
す
る
。

君
が
代
は

千
代
に
八
千
代
に

さ
ざ
れ
石
の

い
は
ほ
と
な
り
て

わ

お

こ
け
の
む
す
ま
で

全
体
を
訳
す
と
、

（
あ
な
た
さ
ま
の
御

「
あ
な
た
の
命

み

が
、
い
つ
ま
で
も
、
い
つ
ま

代
）

よ

、

。

で
も

永
く
続
き
ま
す
よ
う
に･

･
･

た
と
え
ば
小
さ
い
石
が
、
永
い
時、

間
を
か
け
て
大
き
な
岩
に
成
長
し

そ
の
上
に
た
く
さ
ん
の
苔
が
生
え

こ
け

る
よ
う
に
な
る
ま
で
ね

。」

神
話
の
時
代
か
ら
二
千
年
以
上
続
く

。

「
ひ
の
も
と
の
く
に
」
日
本

そ
の
私
た
ち
の
日
本
に
は
、
千
百
年
以
上
前
に
つ
く
ら
れ
た
真
心
を
つ

な
ぐ

が
あ
る
。
永
い
歴
史
の
中
で
国
民
み
ん
な
の
歌

愛
の
歌
『
君
が
代
』

と
し
て
愛
さ
れ
、
や
が
て
国
歌
と
な
っ
た
『
君
が
代
』
が
、
い
か
に
受
け

。

、

継
が
れ
て
き
た
の
か

未
来
を
創
る
日
本
と
世
界
の
子
ど
も
た
ち
へ
向
け

を
恩
送
り
す
る
べ
く
、

和
を
尊
び
、
命
を
慈
し
む
、
そ
の
日
本
人
の
心

白
駒
妃
登
美

バ
イ
リ
ン
ガ
ル

博
多
の
歴
女
・

さ
ん
を
中
心
に
創
作
さ
れ
た

。
込
め
ら
れ
た
思
い
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

絵
本
『
ち
よ
に
や
ち
よ
に
』

伝
統
を
継
ぐ

に

ち
よ

に

や
ち
よ

の
う
た

愛



■

さ
ん
は
数
多
く

白
駒
妃
登
美

の
大
切
な
教
え

「
日
本
の
こ

、

こ
ろ
」
に
つ
い
て
、
東
洋
思
想大

研
究
家
の

先
生

境
野
勝
悟

（

さ
か
い
の

か

つ

の

り

磯
在
住
、
道
塾
慶
陽
館
を
創
設
）

か
ら
学
び
続
け
て
い
る
。
先
生

が
熱
弁
二
時
間
、
全
校
高
校
生

七
百
人
が
声
一
つ
立
て
ず
聴
き

入
っ
た
と
い
う
講
演
録

『
君

、

が
代
』
の
教
え
も
登
場
す
る
書

『
日
本
の
こ
こ
ろ
の
教
育
』

籍よ
り
、
以
下
ご
紹
介
し
ま
す
。

「
今
日
は

「
さ
よ
う

」

な
ら
」
の
意
味
も
太
陽

に
関
係
が
あ
っ
た

（

、

日
本
人
は
千
年
以
上
前
か
ら

お
母
さ
ん
を
「
太
陽
さ
ん
」
と）

呼
ん
で
い
た
と
い
う
話
に
続
き

「
今
日
は
」
の
意
味
も

「
さ

、

よ
う
な
ら
」
の
意
味
も
、
そ
の

挨
拶
だ
け
を
独
立
さ
せ
て
考
え

て
し
ま
う
と
、
そ
の
真
意
が
つ

か
め
な
く
な
る
。

私
た
ち
が
知
人
に
出
会
っ
た

と
き

「
今
日
は
」
と
い
う
挨

、

拶
の
ほ
か
に

「
お
元
気
で
す

、

か
」
と
い
う
表
現
を
使
っ
て
い

る
。
こ
の
二
つ
は
、
そ
れ
ぞ
れ

が
孤
立
し
た
応
答
で
は
な
く
、

「
今
日
は
、
お
元
気
で
す
か
」

と
続
い
て
い
た
挨
拶
な
の
だ
。

「

」

「

」

こ
の

今
日
は

の

今
日

と
い
う
言
葉
は
、
古
く
は
太
陽

。

、

の
意
味
で
あ
っ
た

い
ま
で
も

太
陽
の
こ
と
を
「
今
日
様
」
と

呼
ぶ
地
方
は
多
い
。
高
知
の
土

佐
で
は
「
こ
ん
に
ち
さ
ん

、
」

新
潟
の
刈
羽
で
は
「
こ
ん
に
っ

さ
ん

、
岐
阜
で
は
こ
れ
が
な

」

、「

」

ま
っ
て

コ
ン
ニ
ッ
ツ
ァ
マ

と
呼
ぶ

夏
目
漱
石
の
小
説

坊

。

「

ち
ゃ
ん
」
の
中
に
も

「
そ
ん

、

な
こ
と
を
し
た
ら
今
日
様
（
太

）

」

陽

へ
申
し
訳
な
い
が
な
も
し

と
い
う
セ
リ
フ
が
あ
る
。

つ
ま
り

「
今
日
は
」
と
い

、

う
挨
拶
は

「
や
あ
、
太
陽
さ

、

ん
」
と
い
う
呼
び
か
け
だ
っ
た

の
だ

「
元
気
で
す
か
」
の
元

。

気
と
は
、
元
の

気

と
い
う

も
と

エ
ネ
ル
ギ
ー

意
味
だ
か
ら
、
太
陽
の

気
エ
ネ
ル
ギ
ー

を
さ
す
こ
と
に
な
る
。

「
今
日
は
、
元
気
で
す
か
」
と

は
、
あ
な
た
は
太
陽
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
が
原
因
で
生
き
て
い
る
身

体
だ
と
い
う
こ
と
を
よ
く
知
っ

て
、
太
陽
さ
ん
と
一
緒
に
明
る

く
生
き
て
い
ま
す
か
、
と
い
う

確
認
の
挨
拶
だ
っ
た
の
だ
。

そ
れ
を
受
け
て

「
は
い
、

、

元
気
で
す
」
と
答
え
る
。
つ
ま

り

「
は
い
、
太
陽
さ
ん
と
一

、
緒
に
元
気
に
生
き
て
い
ま
す

よ
」
と
応
答
す
る
わ
け
だ
。
そ

、「

（

）
、

れ
か
ら

さ
よ
う
な
ら

ば

ご
機
嫌
よ
う
」
と
な
る
。

「
機
嫌
」
と
は

「
気
分
」
と

、

、「

」

。

か

気
持
ち

と
い
う
意
味

、「

、

し
た
が
っ
て

さ
よ
う
な
ら

ご
き
げ
ん
よ
う
」
の
意
味
は
、

「
太
陽
さ
ん
と
一
緒
に
生
活
し

て
い
る
な
ら
ば
、
ご
気
分
が
よ

ろ
し
い
で
し
ょ
う
」
と
な
る
。

「
今
日
は
、
お
元
気
で
す
か
」

「

」

は
い

お
か
げ
様
で
元
気
で
す

、

「

、

」

さ
よ
う
な
ら

ご
機
嫌
よ
う

こ
れ
が
、
わ
た
く
し
た
ち
の

挨
拶
の
基
本
だ
っ
た
の
だ
。

江
戸
時
代
ま
で
は

「
さ
ら

、

ば
、
ご
機
嫌
よ
ろ
し
う
」
と
か

「

、

」

さ
よ
う
な
ら

ご
機
嫌
よ
う

と
全
部
を
言
っ
て
別
れ
て
い

た
。
と
こ
ろ
が
、
明
治
以
降
に

「

」

な
る
と
男
性
が

さ
よ
う
な
ら

と
言
っ
て
、
女
性
が
「
ご
機
嫌

よ
う

、
と
掛
け
合
い
の
よ
う

」

に
、
言
い
分
け
る
よ
う
に
な
っ

た
。
し
か
も
、
昭
和
に
な
る

と

女
性
の
ほ
と
ん
ど
も

ご

、

「

機
嫌
よ
う
」
と
は
言
わ
な
い

で

「
さ
よ
う
な
ら
」
だ
け
を

、
言
っ
て
別
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
。

今
日
で
も
、
老
人
の
女
性
方

で
、
ま
だ
「
ご
機
嫌
よ
う
」
と

言
っ
て
別
れ
る
方
が
い
ら
っ
し

ゃ
る
が
、
日
本
人
の
大
半
の
男

女
が
「
さ
よ
う
な
ら
」
と
い
う

つ
な
ぎ
の
言
葉
だ
け
を
言
っ
て

別
れ

「
ご
機
嫌
よ
う
」
と
は

、

言
わ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

そ
し
て
い
つ
の
間
に
か
、
誰
に

も
そ
の
意
味
が
分
か
ら
な
く
な

っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。

こ
の
よ
う
な
い
き
さ
つ
を
考

、

、

え
て
み
る
と

日
本
の
挨
拶
は

や
っ
ぱ
り
太
陽
さ
ん
と
つ
な
が

っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

「
き
ょ
う
は
、
太
陽
さ
ん
と
一

緒
に
や
っ
と
る
か
ね
」

「
お
か
げ
さ
ん
で
、
太
陽
さ
ん

と
生
き
て
い
ま
す
ね
。
あ
り
が

と
う
で
ご
ざ
ん
す
」

「
そ
ん
な
ら
、
気
分
は
上
々
だ

ぁ
ー
ね
」
と
い
う
わ
け
だ
。

ま
こ
と
に
気
分
の
さ
わ
や
か

な
挨
拶
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

心
温
ま
る
書
籍
紹
介
ブ
ロ
グ

『
人
の
心
に
灯
を
と
も
す
』

よ
り
久
々
ご
紹
介
し
ま
す
。

「
ご
縁
」
に
従
う

曹
洞
宗
徳
雄
山
建
功
寺
、

枡

野

俊

明
住
職
の
書
籍
よ
り

ま
す
の
し
ゆ
ん
み
よ
う

「
ご
縁
」
と
い
う
言
葉
は
人
間

関
係
で
よ
く
使
わ
れ
ま
す
が
、

仕
事
も
日
常
の
細
々
し
た
こ
と

こ
ま
ご
ま

も
、

す
べ
て
〝
縁
も
の
〟
。

私
た
ち
は
「
ご
縁
に
導
か
れ
て

行
動
す
る
」
こ
と
で
、
人
生
は

う
ま
く
い
く
よ
う
に
で
き
て
い

る
の
で
す
。
逆
に
い
う
と
、
誰

か
と
、
何
か
と
う
ま
く
い
か
な

、「

」

い
場
合
は

縁
が
な
か
っ
た

と
い
う
こ
と
。

た
と
え
ば
入
学
で
き
な
か
っ

た
学
校
や
、
就
職
で
き
な
か
っ

た
会
社
、
契
約
が
結
べ
な
か
っ

た
事
案
、
打
ち
切
り
に
な
っ
た

仕
事
、
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
が
調
整

で
き
ず
に
断
ら
ざ
る
を
え
な
か

っ
た
オ
フ
ァ
ー
、
親
し
く
付
き

合
う
と
こ
ろ
ま
で
は
い
か
な
か

っ
た
人

こ
れ
ら
は

単
に

縁

。

、

「

が
な
か
っ
た
」
だ
け
の
こ
と
な

の
で
す
。
そ
う
考
え
る
と
、
す

っ
き
り
し
ま
せ
ん
か
？

心
が

軽
く
な
り
ま
せ
ん
か
？

そ
れ
に
ご
縁
に
逆
ら
っ
て
、

無
理
や
り
何
か
事
を
進
め
た
と

、

。

こ
ろ
で

う
ま
く
い
き
ま
せ
ん

た
と
え
ば
実
入
り
の
い
い
仕
事

が
入
っ
て
も
、
す
で
に
お
受
け

し
た
仕
事
が
あ
る
な
ら
、
そ
ち

ら
を
優
先
し
て
断
る
べ
き
で
し

ょ
う
。
損
得
勘
定
に
従
う
と
間

違
え
ま
す
。
ご
縁
に
従
え
ば
間

違
え
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

人
生
が
う
ま
く
回
る
の
で
す
。

『
放
っ
て
お
く
力
』

）

（
知
的
生
き
方
文
庫

『
淡
々
と
見
送

本
書
の
中
にと

い
う
心
に
響
く

れ
ば
い
い
』

言
葉
が
あ
っ
た
。

と
も
に
仕
事
を
し
た
仲
間

が
、
会
社
を
辞
め
る
。
と
も
に

厳
し
い
練
習
に
耐
え
て
き
た
仲

間
が
、
チ
ー
ム
を
去
る
。
三
日

に
あ
げ
ず
と
も
に
酒
を
酌
み
交

わ
し
た
仲
間
が
、
転
勤
で
遠
方

に
行
っ
て
し
ま
う
。
ど
ん
な
形

で
あ
れ
、
親
し
い
人
と
の
親
し

い
時
間
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う

の
は
さ
び
し
い
こ
と
で
す
。
去

る
者
の
背
を
追
い
か
け
て
い
き

た
い
く
ら
い
の
未
練
が
残
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
禅
に

「
去
る
者
を

、

追
わ
ず
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る

よ
う
に
、
別
れ
の
つ
ら
さ
・
さ

び
し
さ
を
引
き
ず
る
こ
と
な

く
、
淡
々
と
見
送
る
ま
で
の
こ

と
で
す
。
そ
も
そ
も
付
き
合
い

が
途
絶
え
て
し
ま
う
の
は
、
結

ば
れ
た
「
縁
」
が
切
れ
た
だ
け

の
こ
と
。
場
合
に
よ
っ
て
は
復

活
す
る
こ
と
も
あ
る
し
、
ど
う

い
う
わ
け
か
切
れ
な
い
「
腐
れ

縁
」
み
た
い
な
も
の
も
あ
る
。

「
去
る
者
は
追
わ
ず
」

こ
の

と
同
じ
く
ら
い
大
事
な
の
は
、

「
来
る
者
は
拒
ま
ず
」
と
い
う

で
す
。
自
分
と
接
点
を
持

姿
勢

っ
た
時
点
で
、
そ
れ
は
大
切
な

「
ご
縁
」
な
の
で
す
。
縁
は
人

為
的
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
い
う

「

」

な
れ
ば

自
然
の
巡
り
合
わ
せ

で
す
か
ら
、
あ
れ
こ
れ
深
く
考

「
去
る
者
は
追
わ
ず
、

え
ず
、

で
い
い
の

来
る
者
は
拒
ま
ず
」

で
す
。

新
し
い
仕
事
や
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
、
何
か
の
団
体
の
役
職
等
々

の
頼
ま
れ
ご
と
。
あ
る
い
は
、

誘
わ
れ
た
食
事
会
や
飲
み
会
、

勧
め
ら
れ
た
本
や
映
画
、
紹
介

さ
れ
た
人
…
。

立
命
館
ア
ジ
ア
太
平
洋
大
学

学
長
の

氏
は

「
食

出
口
治
明

、

事
や
お
酒
に
誘
わ
れ
た
ら
、
原

則
、
断
ら
な
い

「

人
以
上

」
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集
め
て
も
ら
っ
た
ら
、
可
能
な

限
り
、
ど
こ
へ
で
も
話
し
に
行

く
」
の
が
信
条
だ
と
い
う
。
ご

縁
を
大
切
に
す
る
生
き
方
だ
。

逆
に
、
ご
縁
が
な
く
な
る
「
別

れ
」
も
あ
る
。
最
後
の
別
れ
は

「
死
別

。
仏
教
で
は
「
苦
し

」

み
」
の
こ
と
を
「
思
い
通
り
に

な
ら
な
い
こ
と
」
だ
と
い
う
。

そ
れ
が

。

「
一
切
皆
苦
」

い
つ
さ
い
か
い

く

世
の
中
の
す
べ
て
の
事
象

は
、
自
分
の
思
い
通
り
に
は
な

ら
な
い
。
死
も
、
別
れ
も
、
出

会
い
も
。

『

ご
縁
に
導

だ
か
ら
こ
そ
、
「

か
れ
て
行
動
す
る
」
こ
と
で
、

目
の

人
生
は
う
ま
く
い
く

。
』

前
に
や
っ
て
き
た
「
ご
縁
」
を

大
切
に
す
る
人
で
あ
り
た
い
。

＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝

こ
の
ミ
ニ
コ
ミ
の
題
材
も
、

そ
の
時
々
ご
縁
に
導
か
れ
た
内

容
か
ら
ご
紹
介
し
て
い
る
。
タ

イ
ム
リ
ー
に
誰
か
の
心
に
響

、

。

く

留
ま
る
こ
と
を
祈
り
つ
つ

編
集
後
記

折
り
し
も
こ
の
夏
は
、
東
京

五
輪
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で
の

日
本
選
手
の
大
活
躍
、
金
メ
ダ

ル
獲
得
に
よ
り
、
国
歌
『
君
が

代
』
を
有
難
く
聴
く
、
感
動
の

機
会
を
数
多
く
い
た
だ
い
た
。

そ
の
メ
ダ
ル
授
与
式
で
、
表

彰
台
の
一
番
上
で
金
メ
ダ
ル
を

手
に
国
歌
『
君
が
代
』
を
聴
い

て
大
号
泣
し
た
ア
ス
リ
ー
ト
が

い
た
。
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
競

泳
１
０
０
ｍ
バ
タ
フ
ラ
イ
（
視

覚
障
害
Ｓ

、
全
盲
の
エ
ー

）
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ス
、
木
村
敬
一
選
手
だ
。

目
が
見
え
な
い
木
村
選
手
に

と
っ
て
は
「
国
歌
を
聴
け
る
の

は
金
メ
ダ
リ
ス
ト
の
特
権
。
唯

一
金
メ
ダ
ル
だ
と
認
識
で
き
る

時
間
だ
と
感
じ
て
。
自
分
が
生

き
て
き
た
、
頑
張
っ
て
き
た
証

が
形
と
な
っ
て
幸
せ
で
す
」
と

思
い
が
あ
ふ
れ
出
た
。

０
８
年
北
京
大
会
か
ら
４
大

会
連
続
出
場
。
長
年
エ
ー
ス
と

し
て
パ
ラ
競
泳
界
を
引
っ
ぱ
っ

、

。

て
き
た
が

金
メ
ダ
ル
は
初
だ

東
京
大
会
で
の
悲
願
達
成
ま
で

の
道
の
り
は
単
身
米
国
武
者
修

行
な
ど
、
想
像
を
絶
す
る
努
力

が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
常
に
刺

激
し
合
っ
た
仲
間
、
今
回
銀
メ

ダ
ル
の
良
き
ラ
イ
バ
ル
、
富
田

宇
宙
選
手
の
存
在
が
あ
っ
た
。

★
「
木
村
敬
一

君
が
代
に
涙

Ｎ
Ｈ
Ｋ

金
メ
ダ
ル
獲
得
の
証
」

の
特
集
動
画(

２
分)

を
、
ぜ
ひ

皆
さ
ん
に
も
受

け
取
っ
て
も
ら

い
た
い
。
→
→


