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大
村
咲
希 

 
青
森
の
ひ
と
は
り
ん
ご
を
み
そ
汁
に
い
れ
る
と
聞
い
て
う
そ
で
も
う
れ
し
い 

（
雪
舟
え
ま
『
た
ん
ぽ
る
ぽ
る
』
） 

 

「
う
れ
し
い
」
気
持
ち
の
理
由
と
は
ほ
ん
と
う
に
様
々
だ
。
自
分
に
起
こ
っ
た
こ

と
で
な
く
て
も
う
れ
し
い
出
来
事
や
事
実
と
い
う
の
は
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
歌
で

提
示
さ
れ
る
「
青
森
の
ひ
と
は
り
ん
ご
を
み
そ
汁
に
い
れ
る
と
聞
い
て
」
う
れ
し
い

と
い
う
の
は
、
中
で
も
め
ず
ら
し
い
感
覚
だ
ろ
う
。「
お
も
し
ろ
い
」「
興
味
深
い
」

と
思
う
な
ら
ま
だ
し
も
、
な
ぜ
「
う
れ
し
い
」
の
か
。「
青
森
の
ひ
と
」
と
主
体
は
関

わ
り
が
な
く
、
た
だ
彼
ら
の
習
慣
を
聞
い
た
だ
け
な
の
に
。
し
か
も
、「
う
そ
で
も
」

と
言
っ
て
い
る
か
ら
に
は
そ
れ
は
お
そ
ら
く
冗
談
だ
と
わ
か
っ
て
い
る
。（
実
際
、
青

森
の
郷
土
料
理
と
し
て
り
ん
ご
入
り
の
み
そ
汁
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
よ
う
だ
。
ア

イ
デ
ア
料
理
と
し
て
は
あ
る
ら
し
い
。） 

も
し
青
森
で
「
り
ん
ご
を
み
そ
汁
に
い
れ
る
」
と
い
う
習
慣
が
あ
る
と
し
た
ら
、

そ
れ
は
り
ん
ご
の
名
産
地
の
青
森
と
い
う
土
地
だ
か
ら
こ
そ
だ
。
そ
の
土
地
で
そ
の

土
地
の
も
の
を
た
べ
る
と
い
う
恵
ま
れ
か
た
。
そ
の
習
慣
が
、
食
生
活
の
均
一
化
が

進
ん
だ
現
在
ま
で
守
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。
懐
か
し
い
幸
せ
で
あ
る
。
み
そ
汁

か
ら
あ
の
赤
い
皮
が
ち
ら
っ
と
見
え
た
ら
あ
ざ
や
か
で
気
持
ち
が
高
揚
す
る
だ
ろ
う
。

し
ゃ
き
し
ゃ
き
と
し
た
食
感
が
楽
し
い
。
し
か
し
、
お
そ
ら
く
り
ん
ご
の
酸
味
は
み

そ
汁
に
あ
ま
り
合
わ
な
い
。
そ
れ
で
も
、
り
ん
ご
を
お
味
噌
汁
に
も
入
れ
ち
ゃ
う
な

ん
て
。
で
も
き
っ
と
、
そ
れ
が
普
通
な
ん
だ
。
普
通
に
や
っ
て
い
る
ん
だ
。
自
分
と

直
接
関
わ
り
が
な
く
て
も
、
遠
く
に
素
朴
で
優
し
い
世
界
が
あ
る
こ
と
が
主
体
を
救

っ
て
い
る
。
自
分
が
守
れ
な
か
っ
た
も
の
を
守
っ
て
く
れ
て
い
る
人
々
が
い
る
と
い

う
う
れ
し
さ
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
う
そ
で
あ
っ
て
も
、
一
瞬
世
界
が
ぱ
あ

っ
と
明
る
く
な
る
の
だ
。
冗
談
の
発
話
だ
っ
た
と
し
て
も
、
主
体
は
そ
の
発
想
、「
青

森
の
ひ
と
は
り
ん
ご
を
み
そ
汁
に
い
れ
る
」
世
界
を
愛
し
い
と
思
っ
た
。 

こ
こ
で
、
作
者
雪
舟
え
ま
の
短
編
集
『
タ
ラ
チ
ネ
・
ド
リ
ー
ム
・
マ
イ
ン
』
所
収
の

「
さ
お
る
と
ゆ
は
り
」
の
一
節
を
思
い
出
す
。 

 

他
人
の
幸
せ
で
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
だ
れ
か
の
幸
せ
と
わ
た
し
の
幸
せ
の
、

ど
こ
に
違
い
が
あ
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
。 

シ
ュ
シ
ュ
の
彼
女
が
彼
を
夫
に
で
き
た
こ
と
。
そ
れ
は
絶
対
に
、
で
き
な
い

よ
り
で
き
た
ほ
う
が
よ
か
っ
た
。
こ
の
宇
宙
の
た
め
に
。
人
び
と
の
た
め
に
。

わ
た
し
の
た
め
に
。 

 

主
人
公
の
「
さ
お
る
」
は
以
前
付
き
合
っ
て
い
た
「
シ
ュ
シ
ュ
」
へ
の
未
練
を
断

ち
切
れ
ず
に
い
た
。
仕
事
も
う
ま
く
い
か
ず
落
ち
こ
み
が
マ
ッ
ク
ス
に
達
し
て
い
た

と
き
、
友
人
の
「
ゆ
は
り
」
の
家
へ
お
呼
ば
れ
す
る
。
ゆ
は
り
の
部
屋
で
家
族
か
ら

ゆ
は
り
に
注
が
れ
た
愛
を
感
じ
て
い
る
う
ち
に
、
ゆ
は
り
の
受
け
た
恵
み
が
自
分
に

も
「
乗
り
移
っ
た
」
よ
う
に
思
え
、
そ
れ
か
ら
、
結
婚
し
た
シ
ュ
シ
ュ
と
そ
の
妻
に

つ
い
て
も
先
に
引
用
し
た
心
境
に
至
っ
て
い
く
。
こ
の
よ
う
な
他
人
と
自
分
を
ひ
と

つ
な
が
り
に
捉
え
る
感
覚
は
、
こ
の
歌
の
延
長
線
上
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

同
じ
世
界
の
な
か
で
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
は
、
自
分
自
身
の
感
情
の
対
象
に
な
る
。 

「
青
森
の
ひ
と
は
り
ん
ご
を
み
そ
汁
に
入
れ
る
」
こ
と
が
た
し
か
に
う
れ
し
い
と

い
う
感
覚
に
気
づ
か
せ
て
く
れ
る
一
首
だ
と
思
う
。 

     

参
考
：『
た
ん
ぽ
る
ぽ
る
』『
タ
ラ
チ
ネ
・
ド
リ
ー
ム
・
マ
イ
ン
』 
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松
本
翠 

 
わ
ら
わ
ら
と
わ
ら
は
の
笑
み
が
こ
ぼ
る
れ
ば
月
も
満
ち
た
り
潮
も
満
ち
た
り 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
紀
野
恵 

 

「
さ
や
と
戦
げ
る
玉
の
緒
の
」） 

  

韻
律
の
楽
し
い
歌
で
あ
る
。
上
句
の
「
わ
ら
わ
ら
と
わ
ら
は
の
」
と
下
句
の
「
満
ち

た
り
」
の
リ
フ
レ
イ
ン
が
、
口
に
出
し
て
読
む
と
き
に
軽
や
か
な
イ
メ
ー
ジ
を
連
れ

て
く
る
。
ま
た
、
ラ
行
の
音
が
上
句
に
５
音
あ
り
、
そ
れ
が
舌
の
動
き
か
ら
読
む
快

感
を
感
じ
さ
せ
る
。 

下
句
か
ら
は
額
田
王
の
、 

 

熟
田
津
に
船
乗
り
せ
む
と
月
待
て
ば
潮
も
適
ひ
ぬ
い
ま
は
漕
ぎ
出
で
な 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

万
葉
集 

巻1
-8

 

が
想
起
さ
れ
る
。
お
そ
ら
く
こ
れ
は
こ
の
歌
の
本
歌
取
り
で
あ
ろ
う
。 

こ
の
歌
を
念
頭
に
お
い
て
こ
の
歌
を
読
む
と
、
こ
の
「
わ
ら
は
」
と
い
う
作
中
主
体

の
笑
い
が
、
月
を
満
ち
さ
せ
、
潮
さ
え
も
満
ち
さ
せ
る
と
い
う
魔
術
的
な
能
力
を
持

っ
た
主
体
が
想
像
さ
れ
る
。 

な
お
、
こ
の
万
葉
集
の
歌
に
は
歌
の
呪
術
的
な
力
に
よ
っ
て
そ
の
状
態
を
現
実
に
せ

し
め
よ
う
と
す
る
意
図
が
あ
っ
た
、
と
い
う
背
景
が
あ
り
、
そ
の
た
め
「
妾
」
の
笑

み
が
月
と
潮
を
満
た
す
、
と
い
う
読
み
が
可
能
と
な
る
。
額
田
王
は
大
王
、
天
皇
に

成
り
代
わ
っ
て
歌
を
詠
む
「
御
言(

み
こ
と)

持
ち
歌
人
」
な
の
で
、
天
皇
の
名
で
詠
ま

れ
た
歌
に
は
呪
術
的
な
力
が
あ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
か
ら
こ
そ
の
歌
だ
。
そ
の
証

左
に
左
注
に
は
斉
明
天
皇
の
作
と
書
か
れ
て
い
る
。 

『
萬
葉
集
全
注
』
に
は
「
一
声
の
も
と
に
大
船
団
を
動
か
し
た
の
は
、
額
田
王
の
全

身
に
よ
り
つ
い
た
天
皇
の
魂
で
あ
っ
た
。」
そ
し
て
、「
六
十
八
歳
の
老
身
の
斉
明
天

皇
は
出
発
の
ま
ぎ
わ
ま
で
二
ヶ
月
間
に
わ
た
っ
て
十
分
休
養
し
、
快
気
の
も
と
、
娜

の
大
津
へ
と
船
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
。・
・
・
こ
う
い
う
事
情
を
思
い
み
る
と
、『
潮

も
か
な
ひ
ぬ
今
は
漕
ぎ
出
で
な
』
の
放
つ
躍
動
を
い
っ
そ
う
深
く
理
解
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
快
気
を
と
り
も
ど
し
た
女
帝
の
船
出
は
条
件
が
す
べ
て
揃
い
、
祝
福
に
充

ち
溢
れ
た
状
況
の
中
で
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。」 

と
書
か
れ

て
い
る
。 

 

と
こ
ろ
で
こ
の
「
わ
ら
は
」
だ
が
、「
妾
」
と
も
読
め
る
が
「
童
」
と
読
む
こ
と
も
で

き
る
。
そ
う
す
る
と
、
歌
の
イ
メ
ー
ジ
が
ガ
ラ
ッ
と
変
わ
る
。 

 

わ
ら
わ
ら
と
寄
っ
て
き
た
童
た
ち
の
顔
に
笑
み
が
こ
ぼ
れ
る
と
、 

月
も
満
ち
、

そ
し
て
潮
も
満
ち
た
。 

先
ほ
ど
の
魔
術
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
は
一
転
し
て
、
平
和
で
穏
や
か
な
あ
た
た
か
い
歌

と
し
て
詠
む
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
。 

こ
の
「
わ
ら
は
」
を
「
童
」
と
読
む
評
や
読
者
が
多
い
よ
う
だ
が
、
し
か
し
お
そ
ら

く
こ
の
「
わ
ら
は
」
は
額
田
王
に
な
り
代
わ
っ
て
こ
の
歌
を
詠
ん
で
い
る
主
体
の
こ

と
で
、
そ
れ
故
「
妾
」
と
読
む
の
が
適
当
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
私
は
や
は
り
「
妾
」

で
あ
る
と
読
み
た
い
し
、
そ
う
で
あ
る
と
思
う
。「
わ
ら
わ
ら
と
笑
み
が
こ
ぼ
れ
る
」

と
い
う
一
種
異
様
な
形
容
に
は
、
悪
魔
的
な
イ
メ
ー
ジ
に
つ
な
が
る
よ
う
な
不
気
味

さ
が
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。 

 

さ
ら
に
「
わ
ら
わ
ら
と
」
が
「
童
」
に
か
か
る
と
す
る
と
、
月
が
満
ち
、
潮
が
満

ち
る
の
が
ま
る
で
童
話
の
よ
う
な
世
界
に
見
え
て
し
ま
い
、
歌
の
良
さ
が
半
減
し
て

し
ま
う
。 

 
わ
ら
わ
ら
と
妾
の
笑
み
が
こ
ぼ
れ
る
と
、
月
も
満
ち
、
潮
も
満
ち
た
。
こ
の
よ
う

な
呪
術
的
な
イ
メ
ー
ジ
の
歌
が
と
て
も
魅
力
的
な
秀
歌
で
あ
る
。 

   
 
 参

考
：『
萬
葉
集
全
注 
巻
第
一
』
伊
藤
博
著
、
有
斐
閣
、1

9
8

3

年 
p

.5
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そ
れ
で
女
の
歌
人
に
は
、
女
は
女
で
や
っ
と
け
み
た
い
な
と
こ
ろ
が
あ
る

じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
一
方
、
正
史
と
し
て
の
短
歌
史
は
こ
う
続
い
て
い
ま
す
、

と
な
る
。
や
っ
ぱ
り
男
の
人
は
基
本
的
に
そ
う
い
う
流
れ
の
な
か
に
女
の
人

を
入
れ
な
い
ん
で
す
よ
。
サ
ブ
で
入
れ
た
り
は
す
る
ん
だ
け
ど
、
あ
く
ま
で

サ
ブ
。
い
ま
「
何
言
っ
て
る
ん
だ
、
自
分
は
ち
が
う
」
と
思
っ
た
男
の
人
は

短
歌
に
関
し
て
の
自
分
が
書
い
た
文
章
な
り
ツ
イ
ッ
タ
ー
な
り
心
の
な
か
の

考
え
な
り
の
な
か
で
男
女
の
名
前
の
比
率
な
ん
な
り
を
一
回
き
ち
ん
と
カ
ウ

ン
ト
し
て
み
て
よ
。 

「
瀬
戸
夏
子
ロ
ン
グ
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
」『
早
稲
田
短
歌
四
十
五
号
』 

 

前
号
に
掲
載
さ
れ
た
瀬
戸
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
こ
の
発
言
を
読
ん
で
、
痛
い
と
こ

ろ
を
突
か
れ
た
と
思
っ
た
こ
と
を
ま
ず
は
正
直
に
告
白
し
て
お
か
な
く
て
は
い
け
な

い
。
短
歌
の
世
界
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
つ
い
て
の
、
瀬
戸
曰
く
「
ち
ょ
っ
と
ひ

ど
す
ぎ
る
」
現
状
に
は
私
も
苛
立
ち
を
覚
え
て
い
る
の
だ
け
れ
ど
、
自
分
も
ま
た
い

か
に
も
「
男
の
人
」
的
な
失
敗
を
し
て
し
ま
っ
て
い
た
よ
う
だ
。 

 

「
正
史
と
し
て
の
短
歌
史
」
か
ら
女
性
が
排
除
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
つ

い
て
考
え
る
と
き
、
ま
ず
私
の
頭
に
浮
か
ぶ
の
は
前
衛
短
歌
の
こ
と
だ
。
正
確
に
言

え
ば
、
前
衛
短
歌
で
は
な
い

、
、
、
、
と
さ
れ
る
作
者
た
ち
の
こ
と
に
な
る
。 

葛
原
妙
子
や
山
中
智
恵
子
や
森
岡
貞
香
や
中
城
ふ
み
子
や
馬
場
あ
き
子
ら
、
戦
後

に
活
躍
し
た
女
性
歌
人
た
ち
は
、
一
人
の
歌
人
と
し
て
は
そ
れ
ぞ
れ
に
高
い
評
価
を

受
け
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
少
な
く
と
も
近
代
短
歌
に
お
け
る
女
性
歌
人
の
ほ
と

ん
ど
が
、
も
は
や
ま
さ
に
「
近
代
の
女
性
歌
人
」
に
つ
い
て
語
ろ
う
と
す
る
際
に
し

か
語
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
と
比
べ
れ
ば
、
大
き
な
差
が
あ
る
と
言
っ
て
よ
い

だ
ろ
う
。 

し
か
し
そ
れ
で
も
「
前
衛
短
歌
の
三
雄
」
は
塚
本
邦
雄
・
岡
井
隆
・
寺
山
修
司
だ

（「
雄
」
な
の
だ
か
ら
し
ょ
う
が
な
い
？ 

い
や
い
や
…
…
）。
個
々
の
作
者
や
作
品

に
対
す
る
評
価
と
、
そ
の
歴
史
上
に
お
け
る
、
言
う
な
ら
ば
存
在
意
義
に
対
す
る
評

価
は
一
致
し
て
い
な
い
。 

彼
女
た
ち
の
そ
れ
ぞ
れ
を
、
な
ぜ
「
前
衛
短
歌
」
に
含
め
る
べ
き
で
は
な
い
か
に

つ
い
て
の
論
は
存
在
す
る
し
、
そ
の
な
か
に
は
作
家
論
と
し
て
納
得
で
き
る
も
の
も

あ
る
。「
前
衛
短
歌
」
の
時
代
に
活
躍
し
な
が
ら
、
な
か
な
か
そ
こ
に
含
め
ら
れ
な
い

作
者
は
男
性
に
も
い
る
。
そ
れ
で
も
、
前
衛
短
歌
の
せ
い
ぜ
い
第
四
人
者

、
、
、
、
（
で
あ
れ

ば
ま
だ
ま
し
な
ほ
う
だ
）
と
し
て
葛
原
の
名
前
が
い
か
に
も
「
女
流
の
例
」
と
い
っ

た
よ
う
に
挙
げ
ら
れ
、
そ
れ
以
外
は
当
然
の
よ
う
に
無
視
さ
れ
る
と
き
、
女
性
歌
人

た
ち
が
「
突
然
変
異
の
大
輪
と
し
て
ひ
と
り
や
ふ
た
り
な
ら
特
別
席
を
用
意
せ
ぬ
で

も
な
い
が
、
か
わ
り
に
、
女
性
は
自
分
が
何
を
つ
く
っ
て
い
る
の
か
自
覚
が
な
い
、

方
法
意
識
が
な
い
な
ど
と
い
う
理
由
を
も
っ
て
棚
上
げ
さ
れ
、
一
方
特
別
席
に
坐
り

そ
こ
ね
た
多
く
の
女
性
歌
人
た
ち
は
、
個
々
の
歌
人
と
し
て
で
は
な
く
、（
女
性
歌
人
）

と
し
て
括
ら
れ
」（
阿
木
津
英
『
イ
シ
ュ
タ
ル
の
林
檎
』
―
―
瀬
戸
の
『
短
歌
』
二
〇

一
七
年
二
月
号
の
時
評
も
こ
の
部
分
を
含
む
個
所
を
引
用
し
て
い
る
）
て
い
る
の
だ
、

と
思
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。 

こ
こ
で
い
う
方
法
意
識
と
は
新
し
い
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
作
り
だ
そ
う
と
す
る
意
識
で

あ
り
、
歴
史
、
具
体
的
に
は
先
行
す
る
作
品
や
歌
論
に
対
す
る
関
心
を
前
提
と
す
る

も
の
だ
。
方
法
意
識
を
持
ち
、
歴
史
を
進
展
さ
せ
る
の
は
あ
く
ま
で
男
性
で
あ
る
と

い
う
思
い
込
み
が
、
女
性
歌
人
を
同
時
代
の
男
性
歌
人
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う

扱
い
に
と
ど
め
て
い
る
。「
女
流
」
と
い
う
言
葉
を
文
字
通
り
に
と
ら
え
れ
ば
、
表
れ

て
い
る
の
は
そ
れ
は
主
流、
と
は
異
な
る
流
派
、
、
で
あ
る
と
い
う
認
識
だ
。
男
性
歌
人
の
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女
性
歌
人
へ
の
影
響
は
も
ち
ろ
ん
語
ら
れ
、
女
性
歌
人
の
女
性
歌
人
へ
の
影
響
も
「
女

流
」
の
名
の
も
と
に
ま
た
語
ら
れ
る
け
れ
ど
、
女
性
歌
人
の
男
性
歌
人
へ
の
影
響
に

つ
い
て
は
な
か
な
か
語
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
が
存
在
し
な
い
は
ず
は
な
い
の

に
。 

 

し
か
し
八
〇
年
代
に
入
り
、
よ
う
や
く
そ
う
い
っ
た
状
況
が
打
破
さ
れ
る
と
き
が

来
た
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
俵
万
智
は
「
正
史
」
に
お
い
て
、
口
語
短
歌
の
第
一
、
、

人
者
、
、
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
。
短
歌
史
に
お
い
て
何
ら
か
の
第
一
人
者

、
、
、
、
と

さ
れ
て
い
る
と
言
え
そ
う
な
女
性
歌
人
は
、
ほ
か
に
は
与
謝
野
晶
子
く
ら
い
の
も
の

だ
ろ
う
。
そ
の
晶
子
に
し
て
も
、
先
行
す
る
理
論
家
と
し
て
の
与
謝
野
鉄
幹
の
存
在

を
背
後
に
ち
ら
つ
か
さ
れ
る
こ
と
で
、
は
じ
め
て
そ
の
扱
い
を
許
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
も
思
え
る
。 

し
か
し
本
当
に
、
短
歌
史
が
長
い
呪
縛
か
ら
完
全
に
解
放
さ
れ
た
と
言
っ
て
よ
い

の
だ
ろ
う
か
？ 

 

短
歌
の
口
語
化
を
推
し
進
め
た
世
代
は
、
大
き
く
ラ
イ
ト
バ
ー
ス
と
ニ
ュ
ー
ウ
ェ

ー
ブ
の
二
つ
に
分
け
て
呼
ば
れ
て
い
る
。『
岩
波
現
代
短
歌
辞
典
』
に
は
ラ
イ
ト
バ
ー

ス
の
歌
人
の
例
と
し
て
、
中
山
明
、
仙
波
龍
英
、
林
あ
ま
り
、
俵
万
智
、
加
藤
治
郎

の
五
人
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
一
方
、
同
辞
典
に
よ
れ
ば
「
ニ
ュ
ー
ウ
ェ
ー
ブ
三
羽

烏
」
は
加
藤
治
郎
、
荻
原
裕
幸
、
西
田
政
史
で
あ
る
。
西
田
が
作
歌
を
中
断
し
た
の

ち
、
そ
の
位
置
は
穂
村
弘
が
占
め
た
だ
ろ
う
。 

早
く
に
作
歌
を
中
断
し
た
（
そ
れ
ゆ
え
に
歌
壇
に
お
け
る
エ
コ
ー
ル
や
権
力
関
係

か
ら
は
遠
く
な
っ
た
）
中
山
と
仙
波
を
除
い
た
三
人
の
ラ
イ
ト
バ
ー
ス
の
代
表
的
歌

人
の
う
ち
、
男
性
で
あ
る
加
藤
の
み
が
ラ
イ
ト
バ
ー
ス
か
ら
ニ
ュ
ー
ウ
ェ
ー
ブ
に
編

入
さ
れ
て
い
る
。
ニ
ュ
ー
ウ
ェ
ー
ブ
を
代
表
す
る
歌
人
と
さ
れ
る
の
が
全
員
男
性
で

あ
る
一
方
で
、
ラ
イ
ト
バ
ー
ス
に
は
俵
と
林
と
い
う
女
性
だ
け
が
取
り
残
さ
れ
た
こ

と
に
な
る
。 

 

俵
と
与
謝
野
晶
子
の
評
価
の
さ
れ
か
た
に
は
多
く
の
共
通
点
が
あ
る
。
林
あ
ま
り

／
山
川
登
美
子
と
い
う
女
性
が
ラ
イ
バ
ル
と
し
て
対
置
さ
れ
る
こ
と
も
そ
う
だ
け
れ

ど
、
作
品
が
持
つ
「
あ
た
ら
し
さ
」
が
も
っ
ぱ
ら
新
た
に
訪
れ
た
時
代
、
、
を
、
鋭
敏
な

感
性
（
そ
こ
に
は
す
ぐ
に
「
女
性
ら
し
い
」
と
い
う
形
容
が
か
ぶ
せ
ら
れ
る
）
に
よ

っ
て
反
映
し
た
も
の
だ
と
さ
れ
る
こ
と
も
ま
た
そ
の
一
つ
だ
。
晶
子
な
ら
近
代
、
俵

な
ら
バ
ブ
ル
期
と
い
う
時
代
、
、
を
反
映
し
て
い
る
と
い
う
評
価
は
、
そ
れ
自
体
が
肯
定

的
な
も
の
だ
っ
た
と
し
て
も
、
往
々
に
し
て
作
者
の
短
歌
史
と
い
う
歴
史
、
、
（
こ
こ
で

の
時
代
と
歴
史

、
、
、
、
、
の
区
別
は
、
時
代
小
説
と
歴
史
小
説
の
区
別
と
同
じ
で
あ
り
、
時
代

と
は
す
な
わ
ち
没
歴
史
的
な
も
の
だ
）
に
対
す
る
意
識
、
方
法
意
識
の
存
在
を
等
閑

視
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
し
、
む
し
ろ
そ
れ
が
欠
如
し
て
い
る
と
い
う
批
判
と
ほ
と

ん
ど
と
表
裏
一
体
と
言
っ
て
よ
い
（
ま
さ
に
「
突
然
変
異
の
大
輪
」
―
―
と
こ
ろ
で

阿
木
津
は
俵
を
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
論
に
よ
っ
て
批
判
し
て
い
る
。
そ
れ
が
「
女

性
だ
か
ら
」
と
い
う
理
由
で
は
な
い
と
し
て
も
）。 

現
代
に
お
い
て
ラ
イ
ト
バ
ー
ス
と
ニ
ュ
ー
ウ
ェ
ー
ブ
を
あ
え
て
区
別
し
て
語
る
こ

と
と
は
、
す
な
わ
ち
「
方
法
意
識
を
持
た
ず
、
時
代
に
対
応
し
て
自
然
、
、
に
口
語
で
作

歌
し
て
い
た
女
性
歌
人
」「
明
確
な
方
法
意
識
に
基
づ
い
て
口
語
短
歌
を
理
論
化
し
た

男
性
歌
人
」
と
い
う
構
図
を
作
り
だ
し
、
俵
や
林
を
後
続
の
ニ
ュ
ー
ウ
ェ
ー
ブ
か
ら

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

排
除
し
、
そ
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
扱
い
に
押
し
込
め
る

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
こ
と
な
の
で
は
な
い

か
。 

 

俵
が
方
法
意
識
を
も
た
ず
に
、
た
だ
時
代
に
対
応
し
た
だ
け
で
革
新
的
な
作
品
を

作
り
上
げ
た
、
と
は
私
に
は
思
え
な
い
。
ラ
イ
ト
バ
ー
ス
・
ニ
ュ
ー
ウ
ェ
ー
ブ
と
八

〇
年
代
、
バ
ブ
ル
期
と
い
う
時
代
の
雰
囲
気
の
関
係
は
、
そ
の
当
事
者
た
ち
を
は
じ

め
と
す
る
多
く
の
人
が
強
調
し
て
い
る
け
れ
ど
、
こ
と
を
口
語
化
と
い
う
現
象
に
限

る
と
あ
る
疑
問
を
抱
く
。
散
文
に
お
い
て
は
、
言
文
一
致
は
ず
っ
と
以
前
に
す
で
に

定
着
し
て
い
た
で
は
な
い
か
。
時
代
の
雰
囲
気
説
は
、
口
語
短
歌
が
こ
の
時
期
に
定、
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着
し
た

、
、
、
理
由
の
説
明
と
し
て
は
も
っ
と
も
ら
し
く
聞
こ
え
て
も
、
そ
れ
以
前
に
定
着
、
、

し
な
か
っ
た

、
、
、
、
、
理
由
を
説
明
し
て
い
な
い
。 

俵
に
歴
史
、
、
へ
の
意
識
が
存
在
し
た
こ
と
は
、
た
と
え
ば
佐
佐
木
幸
綱
の
指
導
の
も

と
で
作
歌
を
は
じ
め
た
こ
と
や
、
あ
る
い
は
村
木
道
彦
を
愛
読
し
て
い
た
と
い
っ
た

し
ば
し
ば
語
ら
れ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
る
は
ず
だ
。
し
か
し
そ
れ

に
し
て
も
―
―
佐
佐
木
幸
綱
も
村
木
道
彦
も
、
あ
あ
、
ま
た
し
て
も
「
男
」
だ
し
、

エ
ピ
ソ
ー
ド
は
む
し
ろ
、「
あ
の
俵
万
智
に
影
響
を
与
え
た
」
と
い
う
よ
う
に
、
む
し

ろ
佐
佐
木
や
村
木
の
偉
大
さ
を
称
揚
す
る
た
め
に
ば
か
り
紹
介
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

思
え
る
。 

 

な
ん
だ
か
言
い
訳
め
い
て
し
ま
う
け
れ
ど
、
す
で
に
書
か
れ
て
そ
こ
に
あ
る
「
正

史
」
が
、
思
考
を
規
定
し
、
抑
圧
す
る
力
は
と
て
も
強
い
。
あ
る
ひ
と
（
そ
の
性
が

ど
の
よ
う
な
あ
り
か
た
で
あ
っ
た
と
し
て
も
）
が
短
歌
史
に
つ
い
て
書
く
と
き
、
女

性
の
作
者
が
含
ま
れ
て
い
な
い
、
あ
る
い
は
サ
ブ
的
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
と

し
た
ら
、
そ
の
理
由
は
当
人
の
セ
ク
シ
ズ
ム
に
あ
る
場
合
も
あ
る
だ
ろ
う
け
れ
ど
、

む
し
ろ
既
存
の
「
正
史
」
に
書
か
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
に
、
そ
れ
以
前
の
／
以
後

の
、
あ
る
い
は
同
時
代
の
作
者
と
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
い
る
か
と
い
う
線
を
う
ま

く
引
け
な
い
た
め
と
い
う
場
合
も
多
い
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。 

も
ち
ろ
ん
無
自
覚
で
あ
っ
た
と
し
て
も
差
別
的
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
が
な
く
、

歴
史
に
つ
い
て
書
く
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
程
度
の
批
判
意
識
が
欠
如
し
て
い
る
の

は
問
題
だ
、
と
い
う
批
判
は
も
っ
と
も
だ
し
、
そ
も
そ
も
男
性
中
心
に
書
か
れ
た
「
正

史
」
の
枠
組
み
自
体
を
問
い
直
さ
ず
に
、
女
性
を
書
き
加
え
、「
前
衛
短
歌
」
や
「
ニ

ュ
ー
ウ
ェ
ー
ブ
」
で
あ
る
、
男
性
の
歌
人
と
同
等
の
存
在
で
あ
る
な
ど
と
認
定
、
、
し
て

も
根
本
的
な
解
決
に
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
も
極
め
て
真
っ
当
な
意
見
だ
。
し
か

し
そ
れ
で
も
、
と
り
あ
え
ず
「
正
史
」
を
女
性
歌
人
の
し
っ
か
り
と
書
か
れ
た
も
の

に
し
て
お
く
こ
と
は
、
差
別
の
再
生
産
と
呼
ぶ
べ
き
サ
イ
ク
ル
を
止
め
る
た
め
に
、

ま
ず
は
行
う
べ
き
こ
と
だ
と
思
う
。 

  
 

 

Ｂ 

 

と
こ
ろ
で
俵
に
は
歴
史
、
、
へ
の
意
識
が
存
在
し
、
そ
の
作
品
の
「
新
し
さ
」
は
方
法

意
識
の
も
と
に
実
現
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
は
ず
だ
…
…
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
書
く

と
、
そ
れ
に
続
け
て
だ
か
ら

、
、
、
俵
は
え
ら
い
、
歴
史
、
、
に
し
か
る
べ
き
形
で
書
か
れ
る
べ

き
だ
、
と
い
う
ふ
う
に
う
っ
か
り
筆
を
滑
ら
せ
て
し
ま
い
そ
う
に
な
る
け
れ
ど
、
し

か
し
こ
こ
で
立
ち
止
ま
っ
て
問
い
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
仮
に
歴
史
、
、
を
十

分
に
知
ら
ず
、
方
法
意
識
を
持
た
ず
に
作
ら
れ
た
「
あ
た
ら
し
い
」
作
品
が
あ
っ
た

と
し
た
ら
、
そ
れ
は
歴
史
、
、
に
書
か
れ
る
に
値
し
な
い
の
か
、
と
い
う
こ
と
だ
。 

 

二
〇
〇
〇
年
代
の
前
半
に
穂
村
弘
が
提
出
し
、
半
ば
ジ
ャ
ー
ゴ
ン
と
化
し
た
「
棒

立
ち
の
ポ
エ
ジ
ー
」「
修
辞
の
武
装
解
除
」
と
い
う
批
評
用
語
に
該
当
す
る
と
さ
れ
た

作
品
、
ま
た
そ
の
作
者
へ
の
毀
誉
褒
貶
は
激
し
く
と
も
、
当
時
新
設
さ
れ
た
（
そ
し

て
ど
れ
も
限
ら
れ
た
回
数
で
終
わ
っ
た
）
い
く
つ
か
の
新
人
賞
を
は
じ
め
と
す
る
方

法
で
と
に
も
か
く
に
も
デ
ビ
ュ
ー
し
た
新
人
た
ち
は
、
一
つ
の
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
を
作

っ
た
は
ず
だ
。 

し
か
し
そ
れ
ら
の
賞
の
こ
と
ご
と
く
で
選
考
委
員
を
務
め
、
新
人
た
ち
を
送
り
出

し
た
穂
村
自
身
が
『
短
歌
と
い
う
爆
弾
』
の
文
庫
版
に
増
補
さ
れ
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

（「
爆
弾
の
ゆ
く
え 

現
代
短
歌
オ
デ
ッ
セ
イ
２
０
０
０
～
２
０
１
３
」）
に
お
い
て
、

「
八
〇
年
代
の
口
語
」
の
次
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
シ
フ
ト
を
達
成
し
う
る
歌
人
と
し
て
名

を
挙
げ
る
の
は
、「
鬱
屈
と
し
た
時
代
感
情
を
持
つ
男
性
作
家
」
と
呼
ぶ
斉
藤
斎
藤
と

永
井
祐
だ
。
こ
の
主
張
に
は
斉
藤
・
永
井
の
登
場
ま
で
は
ニ
ュ
ー
ウ
ェ
ー
ブ
世
代
が

作
っ
た
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
支
配
が
続
い
て
い
る
、
と
い
う
前
提
が
必
要
で
あ
り
、
す
な

わ
ち
お
お
む
ね
そ
の
間
に
登
場
し
た
「
棒
立
ち
の
ポ
エ
ジ
ー
」
の
作
者
た
ち
は
パ
ラ

ダ
イ
ム
を
更
新
し
て
い
な
い
、
と
い
う
認
識
が
こ
こ
に
表
れ
て
い
る
。 

あ
れ
ほ
ど
注
目
し
て
い
た
は
ず
の
、
し
か
も
少
な
く
と
も
個
々
の
作
品
や
作
者
の
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レ
ベ
ル
で
は
間
違
い
な
く
肯
定
的
に
評
価
し
て
い
た
「
棒
立
ち
の
ポ
エ
ジ
ー
」
の
作

者
た
ち
を
穂
村
が
無
視
し
た
理
由
は
、
同
じ
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
お
い
て
、
ニ
ュ
ー
ウ

ェ
ー
ブ
世
代
と
そ
の
後
の
世
代
の
歌
人
と
の
差
と
し
て
「
短
歌
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に

お
け
る
『
革
命
』
の
イ
メ
ー
ジ
」
の
有
無
を
指
摘
し
た
こ
と
に
表
れ
て
い
る
。
革
命
、
、
、

つ
ま
り
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
更
新
は
、
そ
れ
を
行
お
う
と
い
う
意
図
を
持
つ
も
の
に
よ
っ

て
の
み
達
成
さ
れ
る
、
と
穂
村
は
考
え
て
い
る
。 

「
棒
立
ち
の
ポ
エ
ジ
ー
」
が
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
更
新
し
て
い
な
い
、
と
い
う
認
識
が

穂
村
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
「
ポ
ス
ト
・
ニ
ュ
ー
ウ
ェ
ー
ブ
」
と
い
う
言
葉

が
未
だ
歴
史
、
、
上
の
も
の
と
な
っ
て
い
な
い
、
つ
ま
り
斉
藤
・
永
井
や
、
あ
る
い
は
更

に
若
い
世
代
の
作
品
を
指
す
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
端
的
に
分
か
る
。

加
藤
治
郎
は
ニ
ュ
ー
ウ
ェ
ー
ブ
世
代
が
短
歌
史
上
の
エ
ポ
ッ
ク
で
あ
る
理
由
は
、
そ

れ
が
「
近
代
短
歌
の
残
さ
れ
た
最
後
の
テ
ー
マ
」
で
あ
る
口
語
化
と
大
衆
化
を
達
成

し
た
こ
と
で
、
短
歌
史
が
「
革
新
と
い
う
近
代
の
原
理
か
ら
自
由
に
な
っ
た
」（「
ポ

ス
ト
・
ニ
ュ
ー
ウ
ェ
ー
ブ
世
代
、
十
五
人
」『
短
歌
ヴ
ァ
ー
サ
ス
』
十
一
号
）
か
ら
だ

と
し
て
い
る
け
れ
ど
、
既
存
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
更
新
し
、
短
歌
を
革
新
し
て
い
く
歴、

史、
は
既
に
終
わ
っ
て
い
る
と
い
う
認
識
に
立
つ
限
り
、
そ
の
後
に
あ
り
う
る
短
歌
は

そ
の
都
度
の
時
代
、
、
に
対
応
し
て
修
正
が
加
え
ら
れ
た
ニ
ュ
ー
ウ
ェ
ー
ブ
の
マ
イ
ナ
ー

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

チ
ェ
ン
ジ

、
、
、
、
で
し
か
あ
り
え
な
い
。 

 

例
に
挙
げ
ら
れ
た
作
者
の
大
半
が
女
性
だ
っ
た
「
棒
立
ち
の
ポ
エ
ジ
ー
」
の
歌
人

た
ち
に
は
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
更
新
し
よ
う
と
い
う
意
識
が
な
か
っ
た
、
と
い
う
の
は
偏

見
で
は
な
い
か
、
と
思
う
。
例
外
の
一
人
だ
っ
た
永
井
祐
が
、
の
ち
に
少
な
く
と
も

穂
村
の
認
識
に
お
い
て
「
棒
立
ち
の
ポ
エ
ジ
ー
」
か
ら
外
れ
、
そ
の
下
の
よ
り
歴
史

に
対
し
て
意
識
的
で
あ
る
と
さ
れ
る
グ
ル
ー
プ
に
編
入
さ
れ
た
こ
と
か
ら
は
、
ラ
イ

ト
バ
ー
ス
と
ニ
ュ
ー
ウ
ェ
ー
ブ
の
関
係
に
お
け
る
加
藤
の
事
例
を
想
起
さ
せ
ら
れ
る
。

先
行
し
た
女
性
歌
人
た
ち
に
は
方
法
意
識
が
な
く
、
後
続
の
男
性
歌
人
に
よ
っ
て
は

じ
め
て
理
論
化
が
行
わ
れ
た
、
と
い
う
よ
う
な
史
観
も
共
通
し
て
い
る
の
で
は
な
い

か
。 し

か
し
も
っ
と
根
本
的
な
問
い
は
こ
の
節
の
冒
頭
で
述
べ
た
と
お
り
、
そ
も
そ
も

「
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
更
新
は
、
そ
れ
を
行
お
う
と
い
う
意
図
を
持
つ
も
の
に
よ
っ
て
の

み
達
成
さ
れ
る
」
と
い
う
前
提
が
正
し
い
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
だ
。 

穂
村
が
「
棒
立
ち
の
歌
」「
修
辞
の
武
装
解
除
」
と
い
う
語
を
も
っ
て
示
し
た
も
の

は
、
自
分
た
ち
ニ
ュ
ー
ウ
ェ
ー
ブ
世
代
を
も
含
む
先
行
世
代
と
根
本
的
な
短
歌
観
を

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

共
有
し
な
い
世
代
の
登
場
へ
の
困
惑

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
現
象
が
事
実
と
し
て
起

き
た
の
な
ら
ば
、
そ
れ
は
当
人
た
ち
の
意
図
な
ど
も
は
や
関
係
な
く
、
ま
さ
に
パ
ラ

ダ
イ
ム
の
転
換
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
以
外
の
何
物
で
も
な
い
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。 


