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一　

は
じ
め
に

　

林
あ
ま
り
は
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
短
歌
の
旗
手
と
も
言
う
べ
き
、
大
胆
な
性
描
写
で
有
名
で
あ
る
。
ま
た
、
口
語
体
を
使
い
こ
な
す
と

こ
ろ
や
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
へ
の
登
場
の
し
か
た
な
ど
で
、
俵
万
智
と
並
び
称
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
恋
愛
文
学
と
し
て
の
現
代
短
歌

を
連
続
し
て
読
ん
で
き
た
私
と
し
て
は
、
林
あ
ま
り
は
避
け
て
通
れ
な
い
歌
人
で
あ
り
、
以
前
少
し
だ
け
俵
万
智
論
の
中
で
触
れ
た

こ
と
は
あ
る
が
、
今
回
改
め
て
詳
細
に
検
討
し
て
み
た
い
。

　

導
入
と
し
て
、
そ
の
時
の
一
節
を
振
り
返
っ
て
み
よ
う
と
思
う
。

　

俵
万
智
の
「
林
あ
ま
り
と
私
」
と
い
う
短
い
短
歌
批
評
を
一
つ
紹
介
し
て
み
た
い
。
日
頃
そ
ん
な
に
他
の
歌
人
の
歌
な
ど
を
批

評
は
し
な
い
人
だ
け
に
め
ず
ら
し
く
も
あ
り
、
興
味
深
く
読
ん
だ
の
で
、
こ
れ
も
俵
万
智
と
い
う
歌
人
を
知
る
一
つ
の
手
だ
て
に

な
れ
ば
と
思
う
。
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彼
女
の
見
解
は
、
自
分
と
林
あ
ま
り
が
同
世
代
の
歌
を
作
る
女
の
子
と
し
て
し
ば
し
ば
並
べ
ら
れ
、「
同
類
項
的
」
に
論
じ
ら

れ
た
り
す
る
が
、
実
は
二
人
の
歌
の
世
界
は
遠
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
岩
波
書
店
の
『
岩
波
現
代
短

歌
辞
典
』
の
「
サ
ラ
ダ
記
念
日
の
出
現
」
と
い
う
項
目
に
お
い
て
、
筆
者
の
萩
原
裕
幸
も
ま
た
林
あ
ま
り
の
次
の
歌
を
引
用
し
つ

つ
、
二
人
の
類
似
性
を
語
っ
て
い
た
。

　
　
　

生
理
中
の
Ｆ
Ｕ
Ｃ
Ｋ
は
熱
し

　
　
　
　

血
の
海
を
ふ
た
り
つ
く
づ
く
眺
め
て
し
ま
う

　

萩
原
は
、
こ
の
口
語
ス
タ
イ
ル
が
も
た
ら
す
現
代
人
の
気
分
と
い
う
点
と
、
会
話
体
に
よ
る
思
考
と
記
述
が
一
致
し
て
い
る
か

の
ご
と
き
錯
覚
を
も
た
ら
す
と
言
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
俵
万
智
は
、
実
は
こ
れ
よ
り
も
ず
っ
と
以
前
に
同
じ
生
理
中
の
歌
を
引

用
し
、
両
者
の
差
異
を
強
調
し
て
い
た
。
そ
こ
で
は
、「
林
あ
ま
り
は
〈
生
理
中
の
Ｆ
Ｕ
Ｃ
Ｋ
〉
と
い
う
言
葉
を
使
い
た
か
っ
た

の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
し
か
し
“
熱
”
い
こ
と
、“
つ
く
づ
く
眺
め
て
し
ま
う
”
状
況
に
、
歌
の
眼
目
は
な
い
。
林
作
品
は
、
言

葉
の
起
爆
力
に
頼
り
す
ぎ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
言
葉
だ
け
で
は
な
い
！
？
“
”
と
い
っ
た
記
号
の
類
や
横
文
字
や
、

一
種
こ
け
お
ど
し
的
用
法
が
非
常
に
多
い
」
と
批
判
し
て
い
る
。

　
た
し
か
に
林
あ
ま
り
の
場
合
、「
状
況
説
明
に
終
わ
っ
て
い
る
」
歌
が
比
較
的
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
し
、
そ
れ
に
比
べ
る
と

俵
万
智
の
歌
に
は
、
前
述
し
た
よ
う
な
「
心
の
揺
れ
」
を
歌
う
と
い
う
根
本
的
姿
勢
が
読
み
と
れ
る
と
言
え
よ
う
。
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さ
て
、
再
度
こ
の
歌
を
読
ん
で
み
る
と
、
や
は
り
俵
万
智
の
批
評
は
否
定
で
き
な
い
と
思
う
。「
生
理
中
の
Ｆ
Ｕ
Ｃ
Ｋ
」
と
い
う

言
葉
の
こ
け
お
ど
し
的
用
法
と
、
そ
の
状
況
を
第
三
者
の
目
線
で
客
観
的
に
観
察
し
て
い
る
冷
静
な
視
点
が
読
め
る
だ
け
で
、
作
者

の
想
い
は
残
念
な
が
ら
表
現
さ
れ
て
い
な
い
。
か
す
か
に
読
み
取
れ
る
の
は
「
つ
く
づ
く
眺
め
て
し
ま
う
」
と
い
う
下
句
の
中
に
、

熱
中
後
の
二
人
の
虚
脱
状
態
が
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
の
歌
は
、
歌
の
最
低
条
件
を
確
保
し
て
い
る
と

い
え
る
。
こ
れ
だ
け
を
読
め
ば
、
文
学
的
表
現
力
は
弱
い
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
当
時
の
評
判
を
見
て
も
、
二
〇
〇
〇
年
に
出
版

さ
れ
た
篠
弘
『
疾
走
す
る
女
性
歌
人
』（
集
英
社
）
や
、
岩
田
正
『
現
代
短
歌
愛
の
う
た
60
人
』（
本
阿
弥
書
店
）
に
は
い
ず
れ
も
林

あ
ま
り
は
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の
頃
の
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
歌
壇
で
は
ま
だ
評
価
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

ろ
う
。

　

し
か
し
、
一
九
九
八
年
に
立
風
書
房
が
出
版
し
た
『
新
星
十
人
─
─
現
代
短
歌
ニ
ュ
ー
ウ
ェ
イ
ブ
』
に
は
、
十
人
の
中
に
入
っ
て

お
り
、
一
部
で
は
新
人
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
実
際
、
穂
村
弘
は
、『
現
代
短
歌
大
辞
典
』（
三
省
堂
、

二
〇
〇
四
年
）
の
中
で
林
あ
ま
り
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

　
「
ラ
イ
ト
バ
ー
ス
の
先
駆
的
短
歌
『
Ｍ
Ａ
Ｒ
Ｓ
☆
Ａ
Ｎ
Ｇ
Ｅ
Ｌ
』
で
デ
ビ
ュ
ー
。
一
九
八
〇
年
代
の
若
者
の
時
代
感
覚
を
、
口
語

を
生
か
し
た
速
度
感
の
あ
る
文
体
で
描
い
た
。
関
係
性
の
根
源
と
し
て
の
セ
ッ
ク
ス
、
同
性
へ
の
共
感
と
い
っ
た
モ
チ
ー
フ
は
、
そ

の
後
の
歌
集
で
さ
ら
に
展
開
を
見
せ
る
が
、
張
り
つ
め
た
表
現
世
界
は
、
一
貫
し
て
宗
教
的
な
ま
で
の
意
識
の
純
一
性
に
支
え
ら
れ

て
い
る
。
演
劇
的
な
構
成
意
識
、
口
語
文
体
に
加
え
て
、
二
行
書
き
表
記
や
記
号
の
使
用
と
い
っ
た
表
現
面
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
個
性

は
、
強
靭
な
モ
チ
ー
フ
意
識
と
相
俟
っ
て
、
歌
壇
外
の
読
者
に
も
幅
広
い
支
持
を
得
て
い
る
。」

　

そ
し
て
今
回
、
筆
者
も
林
あ
ま
り
を
取
り
上
げ
る
に
あ
た
り
つ
ぶ
さ
に
読
み
直
し
て
い
く
う
ち
に
、
彼
女
の
奥
の
深
さ
が
感
じ
ら
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れ
る
作
品
に
も
出
会
う
こ
と
が
で
き
て
、
前
と
は
違
っ
た
表
情
が
見
え
て
き
た
よ
う
に
思
う
。
以
下
、
そ
の
文
学
性
に
注
目
し
つ
つ
、

代
表
作
『
ベ
ッ
ド
・
サ
イ
ド
』（
新
潮
文
庫
版
）
を
細
か
く
読
ん
で
み
た
い
。

二　

林
あ
ま
り
の
歌
の
世
界

　

冒
頭
の
歌
か
ら
読
ん
で
い
く
と
、

　
　
　

直
角
に
見
下
ろ
す
か
た
ち

　
　
　
　

う
っ
と
り
と
し
て
い
る
男
を
あ
わ
れ
む
よ
う
な

　

こ
の
歌
も
「
生
理
中
」
の
歌
と
同
様
、
林
あ
ま
り
の
特
徴
を
よ
く
表
し
て
い
る
。
絵
で
言
え
ば
「
か
た
ち
」
を
描
い
て
い
て
、
色

彩
表
現
が
弱
い
と
い
っ
た
と
こ
ろ
か
。
普
通
だ
っ
た
ら
、
男
が
上
位
に
あ
っ
て
下
の
女
を
見
下
ろ
す
場
合
が
多
い
な
か
で
、
こ
れ
は

女
が
男
の
上
に
直
角
の
か
た
ち
で
つ
な
が
っ
て
、
う
っ
と
り
と
し
て
い
る
男
を
見
下
ろ
し
て
い
る
と
い
う
性
交
の
位
相
が
描
か
れ
て

い
る
。
問
題
は
下
句
の
「
あ
わ
れ
む
よ
う
な
」
と
い
う
感
情
表
現
が
、
ど
こ
ま
で
そ
の
時
の
女
性
の
心
理
を
表
出
し
て
い
る
か
で
あ

ろ
う
。
よ
く
読
む
と
、
こ
の
「
あ
わ
れ
む
」
は
、
女
性
の
感
情
の
表
現
と
い
う
よ
り
は
直
角
に
見
下
ろ
す
と
い
う
「
か
た
ち
」
の
表

現
な
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
上
位
の
女
性
が
下
位
の
男
性
を
「
あ
わ
れ
む
」
位
相
に
あ
る
と
い
う
、
性
交
の
か
た
ち
が
表
現

さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
作
者
自
身
の
想
い
は
直
接
表
現
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
象
徴
的
に
は
、
性
交
の
か
た
ち
と
い
う
具
体
的
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イ
メ
ー
ジ
を
通
し
、
時
に
女
性
上
位
に
な
り
う
る
現
代
の
男
女
関
係
の
位
相
が
表
現
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
な
り
に
現
代
的
社
会
的
意

味
は
示
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
対
す
る
作
者
自
身
の
感
情
表
現
の
質
が
読
み
取
れ
な
い
の
は
残
念
で
あ
る
。

　
　
　

罪
を
肩
代
わ
り
し
て
欲
し
そ
う
な
顔
を
す
る
男
は

　
　
　
　

つ
ま
り
祈
ら
ず
に
い
ら
れ
る

　

こ
の
歌
の
意
味
を
、
私
は
次
の
よ
う
に
解
釈
す
る
。
妊
娠
し
た
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
女
の
告
白
に
、
そ
の
責
任
を
全
面
的
に
と

ろ
う
と
し
な
さ
そ
う
な
顔
を
す
る
男
は
、
堕
胎
の
罪
を
神
に
祈
っ
た
り
し
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
解
釈
を
前
提
に
し
て
考
察
し
て

み
る
と
、
ま
ず
上
句
の
「
罪
を
肩
代
わ
り
し
て
欲
し
そ
う
な
顔
を
す
る
男
」
と
い
う
歌
の
部
分
が
気
に
な
る
。
堕
胎
を
罪
で
あ
る
と

意
識
す
る
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
信
者
で
あ
る
作
者
自
身
の
意
識
で
あ
ろ
う
が
、
そ
う
考
え
る
と
信
仰
を
持
た
な
い
相
手
の
男
が
罪

を
祈
ら
な
い
の
は
当
然
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
だ
と
妊
娠
→
堕
胎
の
深
刻
な
事
態
が
信
仰
の
問
題
に
の
み
転
化
さ
れ
て
し
ま

い
平
板
な
歌
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
。

　

こ
こ
で
は
思
想
詩
人
と
し
て
の
林
あ
ま
り
の
歌
を
読
も
う
と
し
て
も
、
そ
れ
が
あ
ま
り
に
も
通
俗
的
な
歌
に
終
わ
っ
て
い
て
、

せ
っ
か
く
の
題
材
も
生
か
さ
れ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
妊
娠
→
堕
胎
は
、
宗
教
的
な
罪
の
問
題
で
あ
る
前
に
ひ
と
り
の
男
と
女
の

性
を
め
ぐ
る
相
当
深
刻
な
事
態
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
、
す
ぐ
に
罪
の
問
題
に
転
嫁
し
て
し
ま
う

の
は
、
性
を
め
ぐ
る
現
実
的
、
具
体
的
問
題
を
等
閑
視
し
て
い
る
と
し
か
思
え
な
い
。

　

以
上
の
感
想
は
、
次
の
歌
に
も
相
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。
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ク
リ
ス
マ
ス
イ
ヴ
に
精
液
は
じ
け
る
国

　
　
　
　

汚よ
ご

れ
た
雪
に
ま
み
れ
て
祈
る

　

日
本
に
は
、
ク
リ
ス
マ
ス
イ
ヴ
に
若
者
た
ち
が
デ
ー
ト
し
て
一
夜
を
と
も
に
す
る
と
い
う
風
潮
が
あ
る
が
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
あ

る
作
者
は
そ
の
風
俗
現
象
を
に
が
に
が
し
く
思
っ
て
い
る
と
い
う
批
判
的
歌
で
あ
ろ
う
。
キ
リ
ス
ト
教
の
記
念
日
を
利
用
し
て
性
文

化
を
謳
歌
す
る
若
者
達
と
そ
れ
を
許
容
す
る
わ
が
国
の
宗
教
文
化
を
自
嘲
的
に
歌
っ
て
い
る
。
た
だ
、
こ
の
下
句
の
「
汚
れ
た
雪
に

ま
み
れ
て
祈
る
」
と
い
う
こ
と
ば
に
託
さ
れ
た
作
者
の
想
い
は
ど
う
解
釈
す
れ
ば
い
い
の
だ
ろ
う
。
自
分
も
ま
た
、
そ
の
性
文
化
と

風
俗
に
汚
染
さ
れ
て
い
る
か
ら
汚
れ
た
雪
に
ま
み
れ
る
と
い
う
こ
と
な
の
か
。
そ
れ
と
も
同
じ
雪
に
降
ら
れ
つ
つ
も
、
自
分
は
ひ
と

り
の
敬
虔
な
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
と
し
て
教
会
で
祈
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
か
。
後
者
の
場
合
だ
と
、
こ
こ
で
も
若
者
の
性
文

化
が
内
面
化
さ
れ
る
こ
と
な
く
外
在
的
に
批
判
の
ま
な
ざ
し
が
向
け
ら
れ
、
若
者
の
性
風
俗
と
作
者
の
宗
教
文
化
は
交
差
し
て
い
な

い
こ
と
に
な
る
。

　

さ
て
、
こ
こ
ま
で
は
、
や
や
批
判
的
な
解
釈
の
も
の
を
列
挙
し
た
が
、
も
う
少
し
違
っ
た
趣
を
も
っ
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
も
の

も
取
り
上
げ
て
み
た
い
。

　
　
　

死
に
至
る
罪
を
今
夜
も
犯
し
つ
つ

　
　
　
　

ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
の
祈
り
呟
く
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「
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
の
祈
り
」
と
は
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
戯
曲
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
の
登
場
人
物
で
、
先
王
で
あ
る
兄
を
毒
殺
し
、

そ
の
王
妃
と
結
婚
し
た
デ
ン
マ
ー
ク
王
が
そ
の
犯
罪
が
発
覚
す
る
こ
と
を
怖
れ
て
祈
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
二
つ
前
の
歌
と
は

罪
の
内
容
は
違
う
け
れ
ど
、
兄
（
先
王
）
の
亡
霊
が
出
て
く
る
と
こ
ろ
に
、
性
交
─
避
妊
、
妊
娠
─
堕
胎
の
罪
意
識
を
重
ね
て
こ
の

歌
を
作
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
こ
の
歌
に
は
、
三
角
関
係
に
ま
つ
わ
る
罪
の
意
識
が
表
現
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
読
み
と

れ
る
。

　
　
　

そ
れ
で
も
二
人
の
ベ
ッ
ド
は
心
地
良
い

　
　
　
　

た
だ
そ
こ
に
あ
る
無
意
味
な
ほ
ほ
え
み

　

こ
の
歌
の
眼
目
は
下
句
の
「
無
意
味
な
ほ
ほ
え
み
」
で
あ
ろ
う
。
私
は
こ
の
歌
の
背
後
に
、
か
な
り
深
刻
な
性
愛
関
係
の
複
雑
な

状
況
を
想
定
し
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
、
す
で
に
二
人
の
恋
人
の
関
係
は
崩
壊
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
性
的
関
係
の
み
続
い
て
い

る
と
し
た
ら
、
そ
の
二
人
の
間
に
発
生
す
る
情
緒
は
、
ま
さ
に
「
無
意
味
な
ほ
ほ
え
み
」
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　

無
意
識
に
の
り
こ
え
た
ら
し
い
悲
し
み
が

　
　
　
　

つ
な
が
る
た
び
に
押
し
寄
せ
て
く
る

　

こ
の
歌
も
、
前
の
「
無
意
味
な
ほ
ほ
え
み
」
の
歌
と
同
様
の
状
況
を
ふ
ま
え
、
さ
ら
に
そ
の
後
の
時
間
の
推
移
が
想
定
さ
れ
た
歌
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で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
別
れ
と
対
象
喪
失
の
悲
哀
を
乗
り
越
え
て
、
や
っ
と
取
り
戻
し
た
平
常
心
の
中
に
、
ま
た
新
し
い
恋
人

な
り
元
彼
が
登
場
し
て
、
忘
れ
か
け
て
い
た
辛
い
喪
の
時
間
を
ふ
た
た
び
思
い
出
し
て
し
ま
う
と
い
う
歌
で
あ
る
。
時
間
の
経
過
と

と
も
に
忘
却
し
た
悲
し
み
は
、
い
と
も
簡
単
に
甦
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
　
　

大
泣
き
の
わ
た
し
の
頭
は
醒さ

め
て
い
て

　
　
　
　

泣
か
な
い
あ
な
た
の
赤
目
も
見
え
る

　

こ
の
歌
の
場
合
も
、
泣
い
て
い
る
自
分
と
醒
め
て
い
る
自
分
が
同
居
し
て
い
て
、
相
手
の
男
の
様
子
ま
で
し
っ
か
り
見
て
い
る
と

い
う
「
わ
た
し
」
の
不
思
議
な
精
神
構
造
が
表
れ
て
い
る
。
感
動
し
て
い
る
心
と
認
知
し
て
い
る
頭
脳
が
分
裂
し
て
い
る
こ
と
を
正

直
に
告
白
し
て
い
る
女
性
の
し
た
た
か
さ
が
表
現
さ
れ
て
い
て
興
味
深
い
。

　
　
　

と
び
だ
し
て
く
る
声
の
不
思
議
は
水
鳥
の
類た
ぐ
いか

　
　
　
　

あ
と
か
ら
お
も
う
ひ
と
つ
に

　

こ
こ
で
は
、
突
然
自
分
で
も
意
識
し
な
い
中
で
飛
び
出
し
て
く
る
声
の
存
在
に
、
我
な
が
ら
驚
い
て
い
る
女
性
の
心
理
を
突
然
飛

び
立
つ
水
鳥
の
イ
メ
ー
ジ
に
託
し
て
表
現
し
て
い
る
あ
た
り
は
、
こ
の
作
者
の
比
喩
の
鋭
さ
を
表
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
自
分

の
中
の
不
思
議
な
情
動
を
素
直
に
表
現
し
て
い
る
優
れ
た
歌
と
言
え
よ
う
。
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三　

林
あ
ま
り
と
比
喩
表
現

　
『
ベ
ッ
ド
サ
イ
ド
』
と
い
う
テ
キ
ス
ト
は
、
文
字
通
り
、
男
と
女
の
関
係
＝
対
幻
想
を
テ
ー
マ
に
し
て
い
る
だ
け
に
、
ほ
と
ん
ど

の
歌
が
性
愛
を
対
象
に
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、
大
雑
把
に
い
う
と
、
ふ
た
り
の
関
係
な
い
し
相
手
の
男
性
に
つ
い
て
表
現
さ
れ
て

い
る
場
合
と
、
も
っ
ぱ
ら
自
分
自
身
の
心
と
身
体
を
対
象
に
し
て
歌
わ
れ
て
い
る
場
合
に
分
け
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
様
々
な
比
喩
が

用
い
ら
れ
、
林
あ
ま
り
の
歌
の
世
界
を
豊
か
に
し
て
い
る
。

　

こ
こ
で
は
、
そ
う
し
た
優
れ
た
比
喩
表
現
の
歌
を
と
り
あ
げ
て
分
析
し
て
み
た
い
。

１　

関
係
の
中
の
喩

　

ま
ず
、
関
係
や
状
況
に
伴
う
比
喩
を
取
り
上
げ
た
い
。

　
　
　

シ
ャ
ン
プ
ー
の
泡
で
ふ
ん
わ
り
髪
を
包
む

　
　
　
　

そ
ん
な
仕
草
で
撫な

で
ら
れ
て
い
る

　

女
性
な
ら
で
は
の
上
質
な
比
喩
表
現
で
つ
く
ら
れ
た
歌
で
、
秀
作
と
い
え
る
作
品
で
あ
ろ
う
。
こ
の
歌
集
の
読
み
ど
こ
ろ
は
、
こ

う
し
た
微
妙
な
性
愛
に
ま
つ
わ
る
女
性
ら
し
い
心
理
描
写
に
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
次
の
歌
も
男
性
で
は
ま
ず
作
れ
な
い
歌
だ
と
思
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わ
れ
る
。

　
　
　

た
っ
ぷ
り
と
か
ま
わ
れ
た
夜
は

　
　
　
　

あ
な
た
か
ら
花
束
が
届
く
夢
な
ど
も
み
る

　

女
性
は
好
き
な
男
性
か
ら
花
束
を
贈
ら
れ
る
夢
を
本
当
に
見
る
ら
し
い
。
ま
さ
に
こ
の
歌
は
、
性
愛
の
究
極
の
瞬
間
と
も
い
え
る

境
地
を
描
い
た
も
の
で
、
こ
こ
ま
で
素
直
に
愛
を
歌
い
上
げ
た
歌
人
も
め
ず
ら
し
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
林
あ
ま
り
の
面
目
躍
如

た
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
　
　

い
つ
も
同
じ
音
符
で
間
違
う
ピ
ア
ノ
の
よ
う
に

　
　
　
　

早
過
ぎ
る
こ
と
を
あ
や
ま
る
あ
な
た

　

男
は
事
前
に
は
色
々
と
考
え
て
い
て
も
、
い
ざ
実
行
す
る
段
に
な
る
と
い
つ
も
ワ
ン
パ
タ
ー
ン
に
な
っ
て
ひ
と
り
相
撲
を
と
っ
て

し
ま
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。
こ
の
歌
は
そ
ん
な
男
性
と
の
微
妙
な
違
和
感
を
歌
っ
て
い
て
記
憶
に
残
る
作
品
で
あ
る
。

　
　
　

張
り
替
え
た
ガ
ッ
ト
の
光
る
新
学
期

　
　
　
　

あ
の
ひ
と
の
い
な
い
コ
ー
ト
は
広
い
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こ
れ
は
私
の
好
き
な
歌
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
作
者
自
身
は
、
こ
の
歌
は
、
あ
こ
が
れ
の
先
輩
が
卒
業
し
た
あ
と
の
寂
し
さ
を
う

た
っ
た
歌
だ
と
言
っ
て
い
る
が
、
私
の
解
釈
は
、
若
干
違
っ
て
い
る
。
私
の
少
な
い
テ
ニ
ス
の
経
験
か
ら
し
て
も
、
張
り
替
え
た
ガ
ッ

ト
の
ラ
ケ
ッ
ト
が
ボ
ー
ル
を
い
か
に
遠
く
に
飛
ば
す
か
は
想
像
が
つ
く
。
普
通
で
も
コ
ー
ト
を
飛
び
出
し
や
す
い
球
を
、
コ
ー
ト
内

に
打
ち
込
む
の
は
、
微
妙
な
手
加
減
が
要
求
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
テ
ニ
ス
の
難
し
さ
で
あ
る
。
こ
の
歌
は
、
こ
の
複
雑
な
心
理
を
、
男

女
関
係
に
応
用
し
て
い
る
と
想
わ
せ
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
ひ
と
つ
の
付
き
合
い
が
終
わ
っ
た
時
期
の
開
放
感
が
、
の
び
の
び
と
ボ
ー

ル
を
打
て
る
心
境
に
転
化
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
想
像
で
き
る
。
歌
も
ま
た
作
者
の
手
を
は
な
れ
る
と
ひ
と
り
歩
き
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　

目
を
閉
じ
な
け
れ
ば
す
こ
し
も
よ
く
な
い

　
　
　
　

視
界
は
「
答
え
ろ
、
答
え
ろ
」
と
迫
る

　

目
を
閉
じ
な
が
ら
自
ら
の
感
性
に
没
入
し
よ
う
と
す
る
女
と
、
そ
の
相
手
の
表
情
を
観
察
す
る
こ
と
で
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
追
求

し
よ
う
と
す
る
男
の
性
愛
心
理
の
違
い
を
こ
れ
ほ
ど
端
的
に
表
し
た
歌
も
少
な
い
だ
ろ
う
。
自
閉
と
観
察
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
の
中

で
、
男
は
、
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
確
認
す
る
た
め
に
、
自
閉
し
つ
つ
あ
る
女
の
表
現
を
見
よ
う
と
す
る
。
こ
の
無
言
の
か
け
ひ
き
の

中
で
二
人
の
男
女
の
性
愛
行
為
は
相
互
作
用
を
繰
り
返
し
て
い
く
。

　
　
　

男
・
女
、
夫
・
妻
─
─
。

　
　
　
　

ク
ッ
キ
ー
の
型
か
ら
は
み
だ
す
生
地
も
ま
た
生
地
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人
間
は
、
社
会
的
文
化
的
枠
組
み
に
よ
っ
て
形
式
化
さ
れ
た
類
型
か
ら
常
に
は
み
出
し
、
逸
脱
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
ク
ッ

キ
ー
の
型
か
ら
は
み
出
す
生
地
と
と
ら
え
た
作
者
の
柔
軟
な
感
性
と
す
る
ど
い
認
識
は
、
ま
さ
に
文
学
的
想
像
力
と
し
か
言
い
よ
う

が
な
い
。
こ
の
矛
盾
と
葛
藤
の
中
に
ド
ラ
マ
を
見
て
表
現
す
る
と
こ
ろ
に
文
学
の
存
在
価
値
が
あ
る
。
こ
の
歌
は
、
社
会
学
的
観
察

と
認
識
に
比
重
が
か
か
り
す
ぎ
て
い
る
け
れ
ど
、
こ
の
観
察
の
上
に
文
学
的
作
品
が
立
ち
上
が
っ
て
来
る
こ
と
を
予
感
さ
せ
る
も
の

が
あ
る
。

２　

身
体
表
現
の
喩

　

次
に
、
作
者
の
身
体
感
覚
に
特
化
し
た
と
思
わ
れ
る
比
喩
表
現
を
分
析
し
て
み
た
い
。

　
　
　

首
す
じ
を
ゆ
る
く
か
ま
れ
て

　
　
　
　

あ
、
と
お
も
う
間
も
な
く
あ
ふ
れ
は
じ
め
る
涙

　
　
　

い
い
パ
ン
チ
も
ら
っ
た
よ
う
に
ゆ
っ
く
り
と

　
　
　
　

か
ら
だ
の
ち
か
ら
が
抜
け
て
ゆ
く
キ
ス

　

こ
の
二
つ
の
歌
は
、
ど
ち
ら
も
身
体
表
現
に
ま
つ
わ
る
喩
で
あ
る
が
、
前
者
の
「
涙
」
の
喩
は
い
さ
さ
か
苦
し
い
喩
の
表
現
に
な
っ

て
い
る
の
に
対
し
、
後
者
の
「
パ
ン
チ
」
の
方
は
、
あ
ざ
や
か
な
喩
の
表
現
に
な
っ
て
い
る
。
い
い
パ
ン
チ
を
も
ら
う
と
一
瞬
失
神
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や
め
ま
い
を
起
こ
す
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
後
者
の
歌
は
、
こ
の
く
ら
い
の
強
烈
な
打
撃
を
キ
ス
は
発
揮
す
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
て

興
味
深
い
。
ボ
ク
シ
ン
グ
の
テ
レ
ビ
中
継
で
ノ
ッ
ク
ア
ウ
ト
さ
れ
る
場
面
の
ス
ロ
ー
モ
ー
シ
ョ
ン
を
み
て
い
る
よ
う
な
、
ま
さ
に

「
ゆ
っ
く
り
と
」
た
お
れ
て
い
く
様
子
を
彷
彿
さ
せ
る
。
こ
れ
も
ま
た
女
性
な
ら
で
は
の
神
妙
な
性
愛
現
象
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　

顔
の
あ
る
花
は
苦
手
だ

　
　
　
　

水
仙
と
目
を
合
わ
さ
ず
に
男
に
会
い
に
ゆ
く

　

こ
の
歌
は
冒
頭
だ
け
を
読
む
と
意
味
が
と
り
に
く
い
の
で
あ
る
が
、
次
の
「
水
仙
」
ま
で
く
る
と
納
得
で
き
る
歌
に
な
る
。
言
う

ま
で
も
な
く
、
水
仙
＝
ナ
ル
シ
ス
の
こ
と
で
あ
り
、
自
分
の
顔
を
水
面
に
映
し
て
そ
れ
に
惚
れ
る
少
年
の
物
語
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ

の
歌
は
、「
顔
の
あ
る
花
＝
水
仙
」
は
好
き
で
は
な
い
、
な
ぜ
な
ら
鏡
に
映
し
て
、
そ
の
顔
の
美
し
さ
を
確
認
す
る
花
だ
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
歌
に
は
、
い
く
つ
か
の
言
葉
が
連
鎖
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
顔
、
花
、
鏡
、
化
粧
と
い
っ
た
言
葉
が
水
仙
と
い
う
花
と
そ

の
物
語
に
仮
託
さ
れ
て
つ
な
が
っ
て
い
る
。
そ
の
言
葉
の
つ
な
が
り
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
こ
の
歌
は
こ
れ
ま
た
女
性
特
有

の
複
雑
な
心
理
を
ふ
ん
だ
歌
と
し
て
観
賞
で
き
る
こ
と
に
な
る
。

３　

水
と
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム

　
　
　

電
話
が
鳴
る　

青
い
音
な
ら
あ
な
た
か
ら

　
　
　
　

部
屋
い
っ
ぱ
い
に
流
れ
こ
む
水
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さ
あ
波
に
乗
ら
な
く
て
は　

さ
ざ
波
を
二
つ
見
送
る

　
　
　
　

大
き
い
波
、
来
た

　
　
　

気
が
つ
け
ば
岸
に
打
ち
寄
せ
ら
れ
て
い
て

　
　
　
　

横
に
は
あ
な
た
も
倒
れ
て
い
る

　
　
　

そ
れ
ぞ
れ
の
足
の
錘お
も
りの

や
さ
し
さ
よ

　
　
　
　

抱
き
合
っ
て
揺
れ
る
湖
の
底

　

こ
れ
ら
の
歌
は
、「
水み
な

底そ
こ

の
時
間
」
と
い
う
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
の
中
か
ら
抽
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
人
間
は
本
来
、
水
の
中
＝
羊
水

か
ら
生
ま
れ
出
る
も
の
で
あ
り
、
水
へ
の
親
和
性
が
高
い
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
人
は
水
中
に
い
る
と
癒
さ
れ
る
存
在
な
の
で
あ

ろ
う
か
。
水
に
入
る
こ
と
は
、
最
初
は
抵
抗
が
あ
り
ス
ト
レ
ス
を
感
じ
る
も
の
で
あ
る
が
、
水
圧
に
慣
れ
て
く
る
と
地
上
よ
り
気
持

ち
よ
く
な
っ
て
き
て
、
す
っ
か
り
く
つ
ろ
い
で
い
た
り
す
る
。
性
愛
の
心
地
よ
さ
を
水
に
託
し
、
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
が
た
く
み
に
歌

わ
れ
て
い
る
。

　
　
　

た
だ
静
か
に
共
に
た
ゆ
た
う
こ
と
叶
わ
ず

　
　
　
　

泳
ぎ
を
や
め
れ
ば
沈
む
ば
か
り
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水
の
中
で
た
ゆ
た
う
た
め
に
は
、
微
妙
に
身
体
を
動
か
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
二
人
が
共
に
た
ゆ
た
う
た
め
に
は
、
二
人

が
同
じ
リ
ズ
ム
で
静
か
に
泳
ぐ
必
要
が
あ
る
わ
け
で
、
そ
れ
を
ど
ち
ら
か
が
や
め
る
か
リ
ズ
ム
が
合
わ
な
く
な
る
と
共
に
た
ゆ
た
う

こ
と
は
で
き
な
く
な
る
し
、
動
き
を
止
め
る
と
身
体
は
徐
々
に
沈
ん
で
い
く
も
の
で
あ
る
。
性
愛
も
ま
た
二
人
の
波
動
と
い
う
か
リ

ズ
ム
が
大
切
に
な
る
。
男
女
の
性
愛
の
差
異
も
含
ま
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
　
　

こ
こ
だ
け
は
安
全
地
帯

　
　
　
　

泳
ぎ
着
く
ベ
ッ
ド
は
高
く
広
い
の
が
い
い

　

こ
の
歌
は
今
ま
で
の
流
れ
と
は
若
干
違
い
、
性
愛
関
係
＝
対
幻
想
の
社
会
的
位
相
を
語
っ
て
お
り
、
そ
の
視
点
が
客
観
性
を
お
び

て
い
る
。
も
っ
と
言
え
ば
広
い
社
会
生
活
の
中
で
家
族
と
い
う
集
団
が
占
め
る
位
置
と
役
割
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
と
も
と
れ
る
歌

で
あ
る
。
性
愛
関
係
と
し
て
の
エ
ロ
ス
空
間
は
、
社
会
的
生
活
空
間
の
中
で
も
一
段
高
い
位
相
に
隔
離
さ
れ
保
護
さ
れ
る
べ
き
も
の

だ
と
い
う
社
会
認
識
を
作
者
が
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
社
会
的
に
漂
流
し
て
い
る
現
代
人
が
、
ひ
と

と
き
の
休
息
と
安
全
を
確
保
す
る
た
め
の
ブ
イ
の
よ
う
な
「
安
全
地
帯
」
な
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
場
所
と
空
間
に
憩
う

こ
と
に
よ
っ
て
、
英
気
を
養
い
、
ふ
た
た
び
現
代
社
会
と
い
う
荒
波
の
中
に
泳
ぎ
出
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
「
ベ
ッ
ド
」

は
流
れ
か
ら
一
段
高
い
広
い
空
間
で
あ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
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四　

歌
に
表
現
さ
れ
た
同
性
愛
の
世
界

　

最
後
に
、『
ベ
ッ
ド
サ
イ
ド
』
の
中
で
も
特
異
な
歌
の
い
く
つ
か
に
触
れ
て
み
た
い
。
そ
れ
は
、
ベ
ス
ト
セ
レ
ク
シ
ョ
ン

（
一
九
八
六
─
一
九
九
九
年
）
と
し
て
収
め
ら
れ
た
も
の
で
、『
最
後
か
ら
二
番
目
の
キ
ッ
ス
』（
一
九
九
一
年
）
か
ら
収
録
さ
れ
た

歌
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
歌
集
に
は
女
性
を
主
人
公
に
し
た
歌
が
多
く
、
中
に
は
同
性
愛
的
な
想
い
が
こ
め
ら
れ
た
歌
も
含
ま
れ
て

い
る
。
例
え
ば
、
こ
ん
な
歌
が
あ
る
。

　
　
　

花
び
ら
を
持
つ
者
ど
う
し
の
性
愛
も

　
　
　
　

春
の
さ
び
し
き
華
や
ぎ
の
な
か

　
　
　

美
し
い
く
ぼ
み
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を

　
　
　
　

欠
落
と
す
る
世
の
人
も
あ
り

　

前
者
の
歌
は
、「
花
び
ら
」
→
「
春
」
→
「
華
や
ぎ
」
と
い
う
こ
と
ば
の
中
に
、「
性
愛
」
と
「
さ
び
し
き
」
と
い
う
異
質
の
こ
と

ば
が
挿
入
さ
れ
、
最
後
は
ふ
た
つ
の
語
群
が
い
ず
れ
も
「
華
や
ぎ
」
と
い
う
こ
と
ば
に
集
約
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
歌
は
、
美
し
い
色

調
を
お
び
た
絵
画
的
な
作
品
で
、
春
の
光
と
影
が
微
妙
な
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
み
せ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
花
び
ら
と
い
う
比
喩
に
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よ
っ
て
表
現
さ
れ
た
女
性
性
と
そ
の
女
性
同
士
の
性
愛
を
表
現
し
た
優
れ
た
作
品
だ
と
思
わ
れ
る
。

　

後
者
の
歌
は
、『
古
事
記
』
に
出
て
く
る
有
名
な
国
生
み
の
神
話
の
個
所
に
あ
る
、
女
神
イ
ザ
ナ
ミ
の
こ
と
ば
を
連
想
さ
せ
る
。「
わ

た
し
の
身
体
は
一
個
処
欠
け
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
」
と
イ
ザ
ナ
ミ
は
言
っ
て
い
る
が
、
私
は
こ
の
歌
は
単
な
る
古
典
的
な
国

生
み
の
神
話
の
物
語
と
は
読
ま
な
い
。
つ
ま
り
こ
の
歌
は
、
身
体
的
に
欠
落
し
て
い
る
女
性
が
、
一
個
処
余
計
な
と
こ
ろ
の
あ
る
男

性
に
よ
っ
て
“
刺
し
ふ
さ
が
れ
る
”
存
在
で
あ
る
こ
と
を
逆
手
に
と
っ
て
、
そ
の
欠
落
し
た
身
体
を
持
っ
た
女
性
同
士
が
男
性
を
排

除
し
て
愛
し
合
う
こ
と
を
言
外
に
表
現
し
た
作
品
で
は
な
い
か
と
読
む
の
で
あ
る
。
古
典
的
な
対
幻
想
の
物
語
か
ら
、
い
ま
や
は
る

か
遠
く
ま
で
来
た
現
代
に
は
、
女
同
士
の
性
愛
が
公
然
と
表
現
と
さ
れ
、
認
知
さ
れ
る
時
代
に
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
「
ボ
タ
ン
を
か
け
る
み
た
い
に
あ
た
り
ま
え
な
の
ね
」

　
　
　
　

わ
た
し
が
男
と
寝
る
日
は
責
め
る

　

こ
の
歌
の
「
責
め
る
」
は
、
誰
が
誰
を
責
め
る
の
か
？　

女
こ
と
ば
の
せ
り
ふ
か
ら
し
て
、
そ
れ
が
女
性
で
あ
る
こ
と
は
わ
か
っ

て
い
た
が
、
一
見
「
ボ
タ
ン
を
か
け
る
み
た
い
に
」「
寝
る
」
男
へ
の
「
責
め
」
と
も
読
め
る
が
、
同
性
愛
的
な
歌
と
し
て
読
む
と
違
っ

て
く
る
。
つ
ま
り
、
主
人
公
の
女
性
か
ら
見
る
と
、
相
手
の
女
性
は
男
と
の
恋
愛
は
当
然
の
こ
と
と
し
て
受
け
止
め
て
お
り
、
そ
の

よ
う
な
異
性
愛
を
自
明
の
こ
と
と
す
る
女
性
へ
の
苛
立
ち
が
上
句
に
込
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
「
ボ
タ
ン
を
か
け
る
み
た
い
に
」
と

い
う
比
喩
が
こ
の
歌
の
眼
目
で
あ
り
、
そ
れ
を
読
み
と
ら
な
い
と
こ
の
歌
の
価
値
は
存
在
し
な
い
。
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撫
で
さ
す
り　

暮
れ
て
ゆ
く
こ
と
─
─

　
　
　
　

そ
れ
ど
こ
ろ
じ
ゃ
な
い
ふ
た
り
に
は
そ
れ
が
す
べ
て
で

　

こ
の
歌
は
、
お
互
い
に
「
撫
で
さ
す
り
」
あ
っ
て
い
る
う
ち
に
、
日
が
暮
れ
て
い
く
と
い
っ
た
何
の
変
哲
も
な
い
作
品
の
よ
う
で

あ
る
。
そ
れ
が
異
性
愛
の
よ
う
な
一
定
の
限
界
が
あ
る
愛
で
は
な
く
て
、
い
つ
終
わ
る
と
も
な
く
続
く
レ
ズ
ビ
ア
ン
の
歌
だ
と
読
む

と
、
意
味
深
長
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。
こ
の
“
と
り
と
め
の
な
さ
”
が
レ
ズ
ビ
ア
ン
の
“
涯
し
な
さ
”
を
表

し
て
い
る
。

　
　
　

　
　
　

目
を
見
ず
に
話
す
少
女
に
平
手
打
ち　

　
　
　
　

の
よ
う
な
く
ち
づ
け　

も
う
泣
か
な
い
で

　
　
　

　
　
　

穴
だ
ら
け
の
耳
を
も
つ
少
女
を
抱
き
寄
せ
て

　
　
　
　

ピ
ア
ス
の
ガ
ン
で
撃
ち
ぬ
く
心
臓

　
　
　

　
　
　

す
る
す
る
と
び
わ
の
薄
皮
ぬ
が
す
と
き

　
　
　
　

少
女
の
よ
う
な
う
す
い
香
が
た
つ
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最
初
の
歌
は
、
初
め
私
は
読
み
き
れ
て
な
く
て
、
男
女
の
異
性
愛
の
歌
と
し
て
、「
平
手
打
ち
の
よ
う
な
」
と
い
う
比
喩
の
歌
と

し
て
受
け
取
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
れ
も
ま
た
女
性
同
士
の
愛
の
歌
と
し
て
読
み
直
す
と
、
一
層
ふ
く
ら
み
を
持
っ
た
歌
と
し
て

読
む
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
「
平
手
打
ち
の
よ
う
な
く
ち
づ
け
」
と
い
う
比
喩
表
現
も
、
上
句
と
下
句
に
ま
た
が
っ
た
巧
妙
な
テ
ク

ニ
ッ
ク
が
駆
使
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
、
作
者
の
歌
人
と
し
て
の
才
能
を
思
わ
せ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

　

二
番
目
の
作
品
も
、
ピ
ア
ス
の
ガ
ン
で
耳
に
穴
を
あ
け
る
よ
う
な
、
ど
こ
か
“
や
さ
ぐ
れ
た
”
少
女
を
抱
き
寄
せ
て
、
同
性
愛
と

い
う
ガ
ン
で
今
度
は
彼
女
の
心
を
撃
ち
ぬ
く
と
い
う
歌
で
あ
る
。
先
述
の
「
平
手
打
ち
」
す
る
歌
と
同
様
の
年
上
の
女
の
少
女
に
対

す
る
“
仕
掛
け
＝
誘
惑
”
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
表
現
さ
れ
て
い
る
捨
て
が
た
い
一
首
に
な
っ
て
い
る
。

　

三
番
目
の
歌
は
、
少
女
の
服
を
脱
が
す
比
喩
と
し
て
び
わ
の
皮
を
剝
く
動
作
を
も
っ
て
く
る
と
こ
ろ
な
ど
、
作
者
の
想
像
力
は
さ

え
て
い
る
。
か
た
い
桃
な
ど
と
は
違
っ
て
び
わ
の
皮
は
き
れ
い
に
剝
け
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
び
わ
の
香
は
、
か
す
か
な
う
す
い

香
で
あ
る
。
し
た
た
り
お
ち
る
果
汁
の
イ
メ
ー
ジ
ま
で
想
像
さ
せ
ら
れ
る
ほ
ど
で
、
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
香
が
た
だ
よ
う
よ
う
な
秀

作
で
あ
る
。

五　

お
わ
り
に

　

林
あ
ま
り
と
俵
万
智
を
並
べ
て
み
る
と
、
共
通
性
と
し
て
は
二
人
と
も
一
九
六
〇
年
代
に
生
ま
れ
、
一
九
八
〇
年
代
に
作
品
を
発

表
し
始
め
た
、
言
わ
ば
「
高
度
成
長
歌
人
」
で
あ
る
こ
と
、
し
か
も
そ
の
文
体
は
、
口
語
体
で
日
常
生
活
の
断
片
を
さ
ら
り
と
表
現

す
る
と
こ
ろ
に
あ
ろ
う
。
ま
た
対
象
と
な
る
恋
愛
に
つ
い
て
も
、
非
日
常
的
な
時
間
と
し
て
で
は
な
く
、
日
常
化
し
た
空
間
と
し
て
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描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
俵
万
智
の
歌
に
お
い
て
は
現
代
の
多
様
化
し
た
恋
愛
文
化
の
中
に
お
け
る
自
立
し
た
女
性
意
識
が
強
く
、

そ
れ
が
支
配
的
な
現
代
家
族
に
対
す
る
抵
抗
と
反
発
に
な
っ
て
、
結
果
的
に
「
不
倫
関
係
」
が
形
成
さ
れ
表
現
さ
れ
て
い
る
の
に
対

し
、
林
あ
ま
り
に
も
同
様
の
恋
愛
意
識
は
共
有
さ
れ
な
が
ら
も
、
多
感
な
時
期
を
女
子
校
で
過
ご
す
と
い
う
経
験
も
あ
っ
て
か
、「
同

性
愛
関
係
」
が
表
現
さ
れ
て
い
る
の
が
違
い
と
し
て
印
象
づ
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
私
は
最
初
、
俵
万
智
の
林
あ
ま
り
へ
の
批
評
を
参
考
に
彼
女
の
歌
の
「
状
況
説
明
」
的
な
特
徴
に
ふ
れ
、
こ
の
特
徴

は
否
定
で
き
な
い
と
思
っ
た
け
れ
ど
、
そ
う
し
た
歌
が
作
ら
れ
る
背
景
を
考
え
る
と
腑
に
落
ち
る
も
の
が
あ
る
。
林
あ
ま
り
は
、

一
五
歳
の
と
き
に
洗
礼
を
受
け
、
高
校
も
敬
虔
な
ミ
ッ
シ
ョ
ン
ス
ク
ー
ル
を
卒
業
し
て
い
る
。
彼
女
の
歌
の
背
景
に
は
感
情
表
現
を

抑
制
し
た
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
が
想
定
さ
れ
、
そ
の
上
に
キ
リ
ス
ト
教
信
者
と
し
て
の
倫
理
が
一
定
の
役
割
を
果
し
て
い
た
の
で
は
な

い
か
と
想
像
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
が
客
観
的
な
対
象
を
冷
静
に
描
写
す
る
作
家
の
姿
勢
に
表
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
視
点
を
持
ち
つ
つ
も
、
そ
の
後
の
彼
女
の
歌
を
詳
細
に
読
み
進
め
て
い
く
と
、
例
え
ば
、
次
の
よ

う
な
作
品
に
も
出
会
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　

一
日
を
と
も
に
す
ご
せ
ば

　
　
　
　

こ
れ
以
上
な
く
ゆ
る
や
か
に
欲
情
き
ざ
す

　

日
常
的
な
あ
り
ふ
れ
た
人
間
関
係
の
中
で
男
女
の
性
愛
感
情
が
自
然
に
発
生
す
る
過
程
を
、
特
に
難
し
い
こ
と
ば
を
使
う
こ
と
も

な
く
、
さ
ら
り
と
表
現
し
て
い
る
と
こ
ろ
な
ど
秀
作
と
い
え
る
作
品
で
あ
る
。
特
に
こ
の
歌
な
ど
は
、
単
純
に
「
状
況
説
明
」
的
と
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批
判
し
て
し
ま
う
こ
と
が
で
き
な
い
優
れ
た
面
が
あ
る
こ
と
を
見
せ
て
く
れ
る
。

　

林
あ
ま
り
と
言
え
ば
大
胆
な
性
的
描
写
が
注
目
さ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
こ
こ
ま
で
読
ん
で
き
た
よ
う
に
、
そ
う
し
た
性
愛
表
現
の

中
に
も
優
れ
た
比
喩
表
現
の
歌
が
あ
っ
て
、
文
学
的
に
も
優
れ
た
価
値
表
現
を
実
現
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　

か
つ
て
批
評
家
の
桶
谷
秀
昭
は
、
文
庫
本
『
Ｍ
Ａ
Ｒ
Ｓ
☆
Ａ
Ｎ
Ｇ
Ｅ
Ｌ
』
の
「
解
説
」
の
中
で
、「
カ
ー
テ
ン
の
向
こ
う
は
た
ぶ

ん
雨
だ
け
ど
ひ
ば
り
が
さ
え
ず
る
よ
う
な
フ
ェ
ラ
チ
オ
」
を
引
用
し
て
、「
は
か
な
く
、
む
な
し
く
、
し
か
も
悠
久
の
魂
に
お
い
て

く
り
か
え
さ
れ
る
男
女
の
痴
態
。
お
も
し
ろ
う
て
や
が
て
か
な
し
い
恋
の
て
ん
ま
つ
。
さ
う
い
ふ
む
か
し
か
ら
幾
度
も
く
り
か
え
さ

れ
た
、
陳
腐
と
い
へ
ば
陳
腐
な
主
題
を
前
景
に
描
き
な
が
ら
、
ほ
ん
た
う
の
主
題
、
背
景
は
読
者
に
か
く
さ
れ
て
ゐ
る
。
お
さ
ら
く

作
者
に
も
か
く
さ
れ
て
ゐ
る
。」
と
言
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
歌
の
場
合
、
か
な
し
み
の
前
景
は
か
く
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
奥

に
は
キ
リ
ス
ト
者
の
放
棄
の
構
造
が
か
く
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
大
胆
な
性
描
写
の
前
景
に
、
放
棄
に
伴
う

平
明
な
思
想
が
潜
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
考
に
価
す
る
考
察
で
あ
ろ
う
。
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付
記

　

林
あ
ま
り
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
一
九
六
三
年
生
ま
れ
。
一
九
七
八
年
、
キ
リ
ス
ト
教
の
洗
礼
を
受
け
る
。
一
九
八
一
年
、
恵
泉

女
学
園
高
校
卒
業
。
一
九
八
五
年
、
成
蹊
大
学
文
学
部
日
本
文
学
科
を
卒
業
。
こ
の
間
、
故
前
田
透
に
師
事
し
、
短
歌
を
学
ぶ
。
大
学
在
学
中
に
マ
ガ
ジ

ン
ハ
ウ
ス
『
鳩
よ
！
』
で
デ
ビ
ュ
ー
。
一
九
八
六
年
、
第
一
歌
集
『
Ｍ
Ａ
Ｒ
Ｓ
☆
Ａ
Ｎ
Ｇ
Ｅ
Ｌ
』
刊
行
。
そ
の
後
、『
ナ
ナ
コ
の
匂
い
』『
最
後
か
ら
二
番

目
の
キ
ッ
ス
』『
シ
ョ
ー
ト
カ
ッ
ト
』『
ふ
た
り
エ
ッ
チ
』『
ガ
ー
リ
ッ
シ
ュ
』
な
ど
の
歌
集
を
出
版
。
一
九
九
八
年
に
『
ベ
ッ
ド
サ
イ
ド
』（
新
潮
社
）
を

出
版
し
、
こ
れ
が
文
庫
本
化
さ
れ
た
時
（
二
〇
〇
〇
年
）
に
、
後
半
に
そ
れ
ま
で
の
歌
集
か
ら
「
ベ
ス
ト
セ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
を
ま
と
め
る
。
そ
の
後
、

二
〇
〇
二
年
に
『
ス
プ
ー
ン
』、
二
〇
〇
三
年
に
『
Ｌ
Ｏ
Ｖ
Ｅ
＆
Ｓ
Ｗ
Ｅ
Ｅ
Ｔ
Ｓ
』
が
刊
行
さ
れ
る
。


