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「
感
謝
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」
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「
感
謝
す
る
こ
と
」
　
お
よ
び
、

「
感
謝
を
教
え
る
こ
と
」
　
の
目
的

私
達
は
人
と
の
関
わ
り
合
い
の
中
で
生
き
て
い

る
　
（
「
間
柄
的
存
在
」
　
「
社
会
的
動
物
」
　
等
）
。
感
謝

は
、
言
葉
や
態
度
に
表
さ
な
く
と
も
心
の
中
に
持
っ

て
い
れ
ば
、
そ
れ
で
良
い
、
と
考
え
る
人
も
い
る
。

し
か
し
、
人
間
関
係
や
社
会
生
活
の
中
で
は
、
「
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
」
　
「
助
か
り
ま
し
た
」
　
と
い

う
感
謝
の
思
い
を
言
葉
や
態
度
で
表
す
こ
と
が
求
め

ら
れ
る
。「

あ
り
が
と
う
」
　
は
、
社
会
生
活
を
営
む
う
え

で
の
マ
ナ
ー
や
礼
儀
で
も
あ
る
。
ま
た
、
人
は
、
自

分
が
何
か
を
し
て
あ
げ
れ
ば
、
相
手
か
ら
人
か
ら
感

謝
さ
れ
、
人
に
何
か
を
し
て
も
ら
え
ば
、
相
手
の
人

に
感
謝
す
べ
き
だ
と
思
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
感
謝
に
は
、
二
通
り
あ
る
。
そ
れ
は
、

「
し
て
い
た
だ
く
感
謝
」
　
と
　
「
さ
せ
て
い
た
だ
く
感

謝
」
で
あ
る
。
一
般
に
、
お
世
話
に
な
っ
た
り
貰
い

物
な
ど
お
蔭
を
い
た
だ
く
場
合
の
「
し
て
い
た
だ
く
」

こ
と
へ
の
感
謝
が
説
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
さ

せ
て
い
た
だ
く
感
謝
」
　
こ
そ
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

そ
れ
は
、
福
沢
諭
吉
の
母
お
順
の
逸
話
に
見
る
こ
と

復
刊
第
十
号
　
　
　
東
京
都
教
師
会
発
行

（
事
務
局
）
横
浜
市
都
筑
区
茅
ヶ
崎
南
四
ノ
十
四
ノ
一
ノ
三
一
〇

が
出
来
る
。

諭
吉
の
幼
少
期
、
近
所
に
貧
し
い
女
性
が
い
た
。

母
お
順
は
、
ポ
ロ
ポ
ロ
の
着
物
、
ぼ
う
ぼ
う
の
髪
を

し
た
そ
の
女
性
を
自
宅
の
庭
先
に
招
き
入
れ
て
、
頭

の
乱
を
取
り
、
諭
吉
に
命
じ
て
、
乱
を
五
十
匹
、

百
匹
と
石
の
上
で
つ
ぶ
さ
せ
た
。
母
は
乱
を
取
ら
せ

て
も
ら
っ
た
お
礼
に
、
女
性
に
握
り
飯
を
作
っ
て
食

べ
さ
せ
た
と
い
う
。
憐
ん
で
施
し
を
与
え
て
あ
げ
た

の
で
は
な
く
、
親
子
で
布
施
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た

こ
と
へ
の
感
謝
を
実
践
し
た
の
で
あ
る
。
「
情
け
は

人
の
為
な
ら
ず
」
、
人
に
情
け
を
か
け
て
、
相
手
に

感
謝
さ
れ
て
も
さ
れ
な
く
て
も
、
巡
り
巡
っ
て
福
沢

家
に
返
っ
て
く
る
こ
と
を
お
順
は
知
っ
て
い
た
の
で

あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
　
「
さ
せ
て
い
た
だ
け
た
こ
と
に
感

謝
」
　
で
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
母
で
あ
れ
ば

こ
そ
、
諭
吉
の
よ
う
な
開
化
期
の
偉
人
・
教
育
者
を

生
み
出
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
乱
取
り
の
石
」
　
は
、

今
も
福
沢
諭
吉
の
旧
居
　
（
中
津
）
　
の
庭
に
残
っ
て
い

る。

さ
て
、
感
謝
の
反
対
は
何
か
。
そ
れ
は
不
平
不

満
や
一
方
的
な
批
判
、
怒
り
で
あ
る
。
自
分
の
思
う

よ
う
に
行
か
な
い
、
意
思
に
反
す
る
こ
と
を
さ
れ
る

と
腹
が
立
岩
－
そ
れ
は
、
仏
教
で
い
う
三
毒
（
貪
・
瞑

・
癖
）
　
の
煩
悩
を
発
生
さ
せ
、
「
苦
し
み
」
　
の
原
因

を
つ
く
る
こ
と
に
な
る
。
批
判
精
神
は
必
要
だ
と
い

う
人
も
い
る
。
健
全
な
批
判
精
神
は
、
社
会
科
の
教

科
指
導
で
養
成
す
る
も
の
だ
が
、
そ
れ
は
、
一
方
的

な
批
判
な
ど
で
は
な
く
、
話
し
合
い
や
客
観
的
な
資

料
・
デ
ー
タ
等
に
基
づ
き
冷
静
に
比
較
検
討
さ
れ
る

も
の
で
、
課
題
発
見
や
問
題
解
決
に
導
く
も
の
で
あ

る。

一
方
的
な
批
判
や
怒
り
は
、
対
立
、
さ
ら
に
は
闘

争
を
惹
起
さ
せ
る
。
我
々
が
目
指
す
社
会
は
、
恒
久

平
和
の
社
会
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
、
人
と
人
、

人
と
社
会
、
人
と
自
然
と
の
調
和
の
と
れ
た
関
係
が

大
切
で
あ
る
。

人
は
、
自
分
は
こ
れ
だ
け
し
て
い
る
、
あ
れ
だ

け
し
て
や
っ
た
、
そ
れ
な
の
に
一
体
な
ん
だ
、
と
腹

を
立
て
る
。
し
か
し
　
「
さ
せ
て
い
た
だ
く
」
　
と
い
う

謙
虚
な
思
い
が
あ
れ
ば
、
見
返
り
を
求
め
る
こ
と
も

な
く
、
不
満
や
怒
り
も
生
じ
に
く
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
感
謝
は
大
事
だ
が
、
お
仕
着

せ
の
感
謝
は
良
く
な
い
し
、
感
謝
を
強
制
す
べ
き
で

は
な
い
。

教
育
と
は
、
「
知
識
を
教
え
る
」
　
こ
と
と
認
識
し

て
い
る
人
が
多
い
が
、
「
価
値
を
教
え
る
」
、
あ
る
い

は
「
価
値
を
伝
え
る
」
こ
と
も
教
育
の
役
割
で
あ
り
、

道
徳
教
育
は
そ
の
最
た
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
感
謝
は
、

形
に
表
す
べ
き
で
あ
り
、
表
し
て
こ
そ
（
社
会
生
活

に
お
け
る
）
　
感
謝
と
言
え
る
。
し
か
し
一
方
で
、
感

謝
の
気
持
ち
を
形
に
表
す
こ
と
が
で
き
な
い
、
あ
る

い
は
上
手
く
な
い
児
童
生
徒
が
い
る
こ
と
は
確
か
で

あ
る
。
そ
の
生
徒
の
心
情
を
配
慮
し
て
丁
寧
で
分
か

り
や
す
く
導
く
必
要
が
あ
る
。
感
謝
の
表
し
方
を
教

え
る
こ
と
も
ま
た
、
「
感
謝
の
教
育
」
　
で
あ
り
、
そ

れ
に
よ
っ
て
、
よ
り
良
い
人
間
関
係
を
築
き
、
よ
り
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良
い
家
族
関
係
や
学
校
、
社
会
の
礎
を
築
い
て
い
く

こ
と
が
、
「
感
謝
の
教
育
」
　
の
目
的
で
あ
る
。

「
感
謝
と
は
　
感
謝
の
想
い
を
形
に
ぞ
　
現
し
て

こ
そ
兵
事
な
り
け
れ
」

2
　
指
導
事
例

「
感
謝
の
教
育
」
　
の
指
導
事
例
と
い
う
と
、
想

起
さ
れ
る
の
が
、
い
わ
ゆ
る
　
「
二
分
の
一
成
人
式
」

等
の
感
謝
の
手
紙
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
否
定

的
な
見
解
も
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
分
析
を
行
い
、
さ

ら
に
実
話
　
（
勧
め
ら
れ
て
書
い
た
　
「
感
謝
の
手
紙
」

に
よ
っ
て
長
年
に
わ
た
り
不
和
だ
っ
た
親
子
関
係
が

修
復
さ
れ
、
さ
ら
に
は
家
族
が
復
活
し
た
）
　
等
を
例

に
反
論
を
行
っ
た
。

こ
れ
ま
で
の
教
育
現
場
で
の
　
「
感
謝
の
教
育
」

に
関
す
る
主
な
指
導
実
践
事
例
を
掲
げ
る
。

①
　
三
学
年
の
総
括
と
し
て
の
講
話

②
　
卒
業
式
の
答
辞
の
指
導

③
　
東
北
大
震
災
（
3
・
1
1
）
　
の
翌
四
月
の
始
業

式
・
着
任
式
で
の
挨
拶

④
　
教
科
「
奉
仕
」
　
の
指
導
事
例
‥
地
域
の
関
心

と
感
謝
、
お
よ
び
生
徒
の
変
容

（
帝
京
科
学
大
学
特
命
教
授
　
会
員
）

明
治
百
年
と
日
本
教
師
会

－
「
日
本
の
教
育
」
百
二
十
一
号
よ
り
－

す
で
に
各
方
面
で
話
題
の
中
心
と
な
っ
て
ゐ
る

が
、
今
年
は
明
治
維
新
か
ら
百
五
十
年
目
の
記
念
す

べ
き
年
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
特
に
教
育
の
面

に
お
い
て
は
、
今
年
度
の
研
究
大
会
主
題
設
定
の
趣

旨
に
も
あ
る
や
う
に
、
今
後
克
服
す
べ
き
課
題
が
山

積
し
て
ゐ
る
。
教
育
関
係
者
の
み
な
ら
ず
、
国
民
一

般
の
一
層
の
自
覚
が
倹
た
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
今
か
ら
五
十
年
前
、
即
ち
明
治
百
年

の
記
念
年
は
ど
の
や
う
な
状
況
で
あ
っ
た
の
か
。
ま

た
、
日
本
教
師
会
は
ど
の
や
う
に
対
応
し
た
の
か
、

当
時
の
　
「
日
本
の
教
育
」
　
の
論
説
を
再
掲
し
、
今
日

を
考
へ
る
よ
す
が
と
し
た
い
。
な
ほ
、
当
時
の
首
相

は
佐
藤
栄
作
で
あ
る
。
（
編
集
部
）

《再録》論
説
「
明
治
百
年
を
迎
え
て
」

昭
和
四
十
三
年
の
新
春
を
迎
え
た
。
本
年
は
、
明

治
か
ら
数
え
て
満
百
年
目
に
あ
た
る
。
ま
こ
と
に
記

念
す
べ
き
年
で
あ
る
。
こ
の
明
治
百
年
を
迎
え
て
、

そ
の
記
念
の
意
義
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

〝
明
治
百
年
〟
に
と
り
く
め

お
よ
そ
国
家
に
お
け
る
歴
史
生
命
は
、
国
家
創
業

の
精
神
を
常
に
有
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
連
綿
と

続
き
、
発
展
す
る
も
の
で
あ
る
。
明
治
維
新
に
お
い

て
、
国
家
創
業
の
清
祥
・
志
に
思
い
を
い
た
し
た
こ

と
に
よ
り
、
そ
こ
に
歴
史
が
一
環
し
た
流
れ
を
保
ち
、

さ
ん
然
た
る
光
を
放
っ
た
と
同
様
に
、
明
治
維
新
の

精
神
を
明
確
に
し
て
、
そ
れ
を
自
覚
し
た
と
き
に
、

は
じ
め
て
明
治
百
年
の
流
れ
が
現
在
に
直
接
結
び
つ

く
の
で
あ
る
。
明
治
百
年
を
明
治
百
年
た
ら
し
め
る

た
め
に
は
、
そ
の
維
新
の
精
神
を
知
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
れ
な
く
し
て
は
、
百
年
の
歩
み
を
理
解

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
記
念
す
る
意

義
も
失
わ
れ
、
さ
ら
に
は
、
明
治
百
年
も
な
い
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
明
治
百
年
の
出

発
点
で
あ
る
明
治
維
新
を
想
起
し
、
そ
こ
か
ら
発
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
と
も
す
れ
ば
維
新
の
本
質
が
見

失
わ
れ
て
い
る
傾
向
に
あ
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
そ

の
本
質
を
忘
れ
て
近
代
化
の
面
の
み
を
強
調
し
た

り
、
は
な
は
だ
し
く
は
、
こ
れ
を
ゆ
が
め
て
、
ブ
ル

ジ
ョ
ワ
革
命
と
み
な
す
も
の
も
い
る
。

ま
た
維
新
を
正
し
く
評
価
し
、
国
民
的
自
覚
を
喚

起
し
よ
う
と
す
る
国
家
的
な
明
治
百
年
記
念
行
事
に

対
し
て
、
建
国
記
念
の
日
の
問
題
と
同
じ
よ
う
に
「
現

代
の
歴
史
学
の
成
果
を
破
壊
し
、
反
科
学
的
な
歴
史

観
を
国
民
に
浸
透
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、

ま
た
日
本
国
憲
法
の
民
主
主
義
と
平
和
主
義
の
理
念

を
否
定
し
、
帝
国
主
義
と
軍
国
主
義
の
思
想
、
感
情

を
育
て
よ
う
と
す
る
も
の
だ
」
　
な
ど
と
反
対
す
る
動

き
も
あ
る
。
こ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
「
首
相
の

台
湾
、
ベ
ト
ナ
ム
訪
問
や
ワ
シ
ン
ト
ン
も
う
で
に
反

対
L
 
L
た
こ
と
と
相
応
す
る
一
連
の
共
産
革
命
へ
の

有
利
な
条
件
を
つ
く
り
出
そ
う
と
し
て
い
る
も
の
に

は
か
な
ら
な
い
。

か
か
る
動
き
に
対
し
て
も
、
ま
た
戦
後
よ
う
や
く

国
民
的
自
覚
へ
の
足
取
り
を
と
り
も
ど
し
は
じ
め
た

か
に
見
え
る
現
状
に
対
し
て
も
、
今
年
は
明
治
百
年

の
問
題
に
取
り
組
む
こ
と
に
力
を
注
が
ね
ば
な
ら
な

い
と
思
う
。

維
新
の
滞
神
を
立
脚
点
に

維
新
の
根
本
は
、
国
家
の
本
質
を
考
え
、
そ
れ
を

も
と
に
力
強
い
前
進
を
は
じ
め
た
こ
と
で
あ
る
。
外

国
に
例
の
な
い
ほ
ど
の
輝
か
し
い
改
革
を
国
史
の
上
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に
み
せ
、
伝
統
を
尊
重
し
、
歴
史
を
進
展
せ
し
め
た
。

わ
が
国
は
こ
れ
を
機
に
飛
躍
的
発
展
を
と
げ
た
の
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
将
来
に
わ
た
っ
て
国
家
の
飛

躍
的
発
展
を
期
そ
う
と
す
る
、
わ
れ
わ
れ
の
指
針
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
立
脚
点
で
な
け
れ
ば
な
れ
ば

な
ら
ぬ
。

わ
が
国
の
現
状
を
ど
う
把
握
す
る
か
、
そ
の
認
識

の
仕
方
に
も
よ
る
が
、
今
日
の
日
本
は
、
明
治
維
新

当
時
と
す
こ
ぶ
る
似
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
内
憂
外

患
と
い
う
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
全
く
同
一
の
状
態
で

あ
る
。戦

後
の
混
乱
期
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
後
の
内
外
の

情
勢
の
変
化
や
国
力
の
回
復
に
よ
っ
て
、
是
正
せ
ら

れ
る
途
上
に
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し

依
然
と
し
て
内
外
に
お
い
て
危
機
を
は
ら
み
、
問
題

は
深
刻
で
あ
る
。
日
本
を
と
り
ま
く
も
の
は
、
ア
ラ

シ
で
あ
る
。
国
論
は
分
裂
し
、
国
家
の
存
立
問
題
に

対
す
る
自
覚
は
、
は
な
は
だ
ひ
弱
い
。
こ
れ
を
打
開

し
、
国
家
民
族
の
歴
史
、
伝
統
に
即
す
る
本
来
の
発

展
を
指
向
す
る
な
ら
ば
、
国
家
の
本
質
を
考
え
た
明

治
維
新
の
教
訓
を
こ
の
際
学
ぶ
こ
と
が
要
請
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
こ
れ
が
明
治
百
年
を
記
念
す
る
も
の
の

態
度
で
あ
り
、
課
題
な
の
で
あ
る
。

明
治
の
教
育
の
再
評
価
を

こ
れ
は
教
育
の
面
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
こ

の
と
こ
ろ
占
領
下
に
行
な
わ
れ
た
政
育
改
革
に
対
す

る
反
省
が
叫
ば
れ
、
再
改
革
に
進
ん
で
い
る
。
中
央

教
育
審
議
会
の
教
育
制
度
是
正
の
動
き
、
現
在
重
要

事
に
な
っ
て
い
る
教
育
課
程
の
改
訂
が
そ
う
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
二
十
年
近
い
歳
月
の
間
に

定
着
し
て
き
た
教
育
が
、
あ
く
ま
で
も
〝
占
領
教

育
〟
　
の
延
長
で
あ
り
、
正
し
い
意
味
に
お
け
る
国
民

教
育
で
は
な
い
と
い
う
点
を
か
え
り
み
る
と
こ
ろ
が

あ
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

そ
の
点
で
教
育
は
新
し
い
路
線
へ
の
ス
タ
ー
ト
を

き
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
ス

タ
ー
ト
は
現
時
点
か
ら
出
発
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は

な
ら
な
い
。
こ
こ
に
お
い
て
回
顧
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
は
明
治
維
新
以
来
の
わ
が
国
の
教
育
の
進
展

の
あ
と
で
あ
る
。
こ
と
に
明
治
初
期
に
お
い
て
、
困

難
の
中
か
ら
自
主
的
な
態
度
で
、
民
族
性
に
根
ざ
し

た
教
育
を
推
し
進
め
て
き
た
過
程
で
あ
る
。
そ
れ
は

明
治
維
新
の
精
神
が
根
底
に
存
し
て
い
た
ゆ
え
に
生

ま
れ
た
成
果
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
今
後
、
国
民
教
育
に
対
処
す
る
た
め
に

は
、
明
治
の
教
育
を
再
評
価
し
、
そ
こ
に
出
発
点
を

求
め
て
、
再
現
あ
る
い
は
継
承
す
べ
き
こ
と
を
忘
れ

て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
占
領
教
育
か
ら
の
完
全
な

脱
皮
な
の
で
あ
る
。

（
昭
和
四
十
三
年
一
月
一
日
発
行
）

戦
前
の
中
学
国
語
の
教
科
書
を
読
む
　
（
五
）

［
次
の
文
章
は
、
前
回
に
引
き
続
き
『
現
代

国
語
読
本
　
巻
一
』
（
八
波
則
吉
編
著
）
か
ら
採

録
し
た
も
の
で
あ
る
。
句
読
点
、
送
り
仮
名
は

原
典
通
り
で
あ
る
。
ル
ビ
は
増
や
し
て
、
現
代

の
読
者
の
便
宜
を
図
っ
た
。
な
ほ
原
典
で
は
漢

字
は
す
べ
て
正
漢
字
が
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、

適
宜
常
用
漢
字
に
直
し
た
。
］

夏

　

　

休

　

　

　

　

　

　

　

幸

田

露

伴

楽
し
き
夏
休
は
来
れ
り
。
行
李
の
紐
は
す
で
に
締

め
て
、
倍
だ
に
来
ら
ば
、
今
に
も
家
に
帰
り
得
る
ほ

ど
に
用
意
整
ひ
し
人
も
あ
ら
ん
。
楽
し
き
は
夏
休
に

こ
そ
。
御
身
が
父
母
は
指
折
り
て
待
ち
給
は
ん
。
御

身
が
兄
弟
姉
妹
は
日
を
数
へ
て
待
ち
居
り
な
ん
。
御

身
が
今
日
の
楽
み
、
今
年
の
楽
み
大
い
な
る
も
の
の

一
つ
な
る
べ
し
。

帰
れ
。
飛
ぶ
如
く
に
帰
れ
。
野
越
え
、
山
越
え
、

は
た
海
を
越
え
て
帰
れ
。
帰
り
て
父
母
の
家
に
心
緩

や
か
に
し
て
夏
を
過
せ
。
休
む
が
為
の
夏
休
な
れ
ば
、

心
落
着
け
て
大
い
に
休
み
、
さ
て
来
ん
秋
の
九
月
に

入
り
て
励
み
務
む
る
の
精
力
を
蓄
ふ
る
ぞ
よ
き
。

夏
と
い
ふ
語
は
　
「
成
立
」
　
の
略
に
し
て
、
稲
を
始

め
種
々
の
穀
物
皆
比
の
時
に
当
り
成
長
繁
茂
し
、
根

を
張
り
幹
を
伸
べ
て
、
や
が
て
開
花
結
実
の
因
を
為

す
を
も
て
、
し
か
呼
ぶ
と
ぞ
。
此
の
頃
南
風
快
く
吹

き
、
烈
日
盛
に
照
り
て
、
天
地
の
間
に
生
気
横
浴
す
。

さ
れ
ば
、
千
草
万
木
皆
各
勢
づ
き
て
栄
え
誇
る
の

み
な
ら
ず
、
鳥
の
声
は
暁
に
い
さ
み
、
虫
の
麺
は
夕

に
き
ほ
ひ
、
魚
も
湖
り
躍
れ
ば
、
貝
も
繁
殖
す
。

人
も
春
よ
り
比
の
季
に
亙
り
て
は
、
面
の
色
も
冴
え
、

身
の
力
も
張
り
、
鍛
錬
を
加
ふ
れ
ば
肉
体
は
発
達
し

易

き

傾

あ

り

。

　

　

　

　

　

　

　

　

こ

す

ゑ

思
へ
ば
、
夏
の
天
地
は
誠
に
壮
快
な
り
。
梢
を

渡
る
旦
の
風
、
空
に
時
つ
雲
の
蜂
、
さ
て
は
天
の

鼓
の
轟
き
循
っ
て
雷
雨
の
油
然
と
し
て
至
る
な
ど
、

何
れ
か
を
し
か
ら
ざ
ら
ん
。
緑
陰
に
書
を
読
め
ば
、

翠
光
、
詩
趣
と
共
に
胸
に
温
み
、
小
桜
に
答
を
弾

け
ば
、
櫓
の
風
鈴
も
活
き
音
を
和
す
。
い
と
暑
く
て
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苦
し
さ
日
も
、
一
庭
の
蔵
を
掃
っ
て
打
水
に
夕
の

涼
し
さ
を
招
き
、
浴
後
を
団
扇
片
手
に
そ
ゞ
ろ
あ
る

き
し
た
る
な
ど
、
其
の
楽
し
さ
は
、
冬
は
固
よ
り
秋

に
も
は
た
味
は
ふ
べ
か
ら
ざ
る
も
の
あ
ら
ん
。

よ
ろ
づ
の
家
具
ど
も
を
乱
り
が
は
し
か
ら
ず
取
片

づ
け
、
襖
、
障
子
開
け
放
ち
、
さ
て
は
廟
ま
は
り

縁
側
な
ん
ど
清
ら
か
に
掃
ひ
拭
き
、
汚
れ
ぬ
衣
着
て
、

煩
は
し
か
ら
ぬ
心
持
ち
た
ら
ん
に
は
、
夏
は
誠
に
好

き
時
節
な
る
べ
し
。
熟
し
苦
し
と
の
み
口
癖
に
言
ひ

て
、
我
が
務
掩
怠
り
、
或
は
昼
寝
に
身
を
倦
ま
せ
、

朝
寝
に
心
を
荒
ま
せ
て
は
、
夏
ほ
ど
苦
し
き
時
は
な

か
る
べ
し
。
休
み
慰
め
ん
が
為
の
夏
休
な
れ
ど
も
、

意
味
な
き
怠
に
快
か
ら
ず
長
き
日
を
暮
ら
さ
ん
は
惜

し
む
べ
し
。
夏
期
休
暇
の
四
十
日
、
又
こ
れ
御
身
が

生
涯
の
一
部
な
ら
ず
や
。

◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇

平
成
三
十
年
度
日
本
教
師
会
教
育
研
究
大
会
次
第

期
日
　
平
成
三
十
年
八
月
四
日
（
土
）
　
五
日
（
日
）

会
場
　
「
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
市
ヶ
谷
　
（
私
学
会
館
）
」

（
各
線
　
市
ヶ
谷
駅
下
車
）

研
究
主
題
　
「
近
代
教
育
の
再
検
討

～
何
を
得
て
、
何
を
失
っ
た
か
I
L

一
日
目
　
（
四
日
）

1
　
開
会
式
（
1
2
‥
3
0
）
　
開
会
の
辞
・
国
歌
斉
唱
・

会
長
挨
拶
・
歓
迎
挨
拶

2
　
記
念
講
演
（
1
3
‥
0
0
）

演
題
「
日
本
の
近
現
代
教
育
と
天
皇

～
今
上
天
皇
の
譲
位
を
来
年
に
控
え
て
－
」

講
師
　
明
星
大
学
戦
後
教
育
史
研
究
セ
ン
タ
ー

皇
撃
館
大
学
非
常
勤
講
師
　
勝
岡
寛
次
先
生

3
　
記
念
講
演
に
つ
い
て
の
討
議
（
1
4
‥
3
0
）

4
　
実
践
発
表
①
（
1
3
‥
0
0
）
　
小
学
校
（
新
潟
県
）

三
条
市
立
大
崎
小
学
校
　
小
林
義
典
先
生

テ
ー
マ
　
「
祖
国
を
貴
ぶ
教
育
」

実
践
発
表
②
（
1
5
‥
坐
　
中
学
校
（
新
潟
県
）

新
潟
市
立
関
屋
中
学
校
　
松
井
潔
先
生

テ
ー
マ
　
「
先
人
に
学
ぶ
」

二
日
目
　
（
五
日
）

実
践
発
表
③
（
9
‥
0
0
）
高
等
学
校
（
埼
玉
県
）

フ
リ
ー
ス
ク
ー
ル
　
（
技
能
連
携
校
）

松
村
太
樹
先
生

テ
ー
マ
　
「
人
物
を
中
心
と
し
た
高
校
日
本
史

B
の
授
業
実
践
報
告
」

6
　
総
括
（
9
∴
坐
　
京
都
産
業
大
学
名
誉
教
授

若
井
勲
夫
先
生

7
　
閉
会
式
（
1
0
‥
墓
　
次
期
開
催
地
代
表
挨
拶
・

閉
会
式
挨
拶
・
教
師
会
の
歌

8
　
定
期
総
会
（
1
0
‥
4
0
）
　
平
成
二
十
九
年
度
事
業

会
計
報
告
・
平
成
三
十
年
度
事
業
計
画
予
算
案
そ

の
他

主
管
　
東
京
都
教
師
会

口
短
信
寸
評
□

明
治
天
皇
昭
憲
皇
太
后
を
お
配
り
す
る
明
治
神
宮

は
、
昭
和
四
十
三
年
、
明
治
百
年
を
記
念
し
て
両
陛

下
ご
親
拝
の
も
と
、
盛
大
な
祭
儀
を
執
り
行
っ
た
。

ご
鎮
座
記
念
祭
の
十
一
月
一
日
を
中
心
に
十
月
二

十
八
日
か
ら
十
一
月
十
日
ま
で
の
九
日
間
に
亙
っ
て

祭
典
が
斎
行
さ
れ
、
同
時
に
数
多
の
奉
祝
行
事
も
行

ば
れ
た
。
当
日
の
粟
に
よ
る
と
、
横
網
手
数
入
り
、

吟
詠
吟
舞
、
邦
楽
邦
舞
、
舞
楽
、
神
前
神
楽
舞
、
打

盤
、
馬
場
馬
術
、
能
楽
、
弓
道
大
会
、
吹
奏
楽
、
合

気
道
、
古
武
道
、
流
鏑
馬
、
花
火
発
揚
、
献
茶
、
短

歌
大
会
、
子
供
映
画
会
な
ど
、
実
に
多
様
な
古
今
の

日
本
文
化
を
代
表
汁
縞
催
し
物
に
溢
れ
て
ゐ
る
。

中
で
、
甘
露
寺
受
長
宮
司
の
　
「
明
治
維
新
百
年
大

祭
に
あ
た
り
て
」
　
の
言
葉
は
　
「
明
治
天
皇
の
御
聖
徳

と
偉
大
な
る
御
車
顕
は
今
更
、
申
し
上
げ
る
ま
で
も

あ
り
ま
せ
ん
が
、
御
在
位
四
十
数
年
の
間
、
政
治
に

経
済
に
教
育
に
文
化
に
、
よ
く
近
代
国
家
の
建
設
を

成
し
と
げ
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
し
て
、
今
日
の
日
本

の
繁
栄
も
明
治
の
基
礎
な
く
し
て
は
到
底
考
え
ら
れ

な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
」
　
と
し
て
、
よ
り
よ
い
日
本

の
建
設
の
た
め
御
神
前
に
誠
心
を
披
擬
し
て
熱
縛
を

さ
さ
げ
た
い
と
結
ん
で
ゐ
る
。

五
十
年
前
も
今
年
も
全
く
変
は
ら
ぬ
明
治
創
業
の

精
神
を
受
け
継
い
で
、
我
々
は
今
後
を
見
据
ゑ
て
ゆ

か
ね
ば
な
ら
な
い
と
、
改
め
て
思
ふ
次
第
で
あ
る
。

明
治
神
宮
で
は
再
来
年
の
御
創
建
百
周
年
を
迎
へ

る
に
あ
た
り
、
そ
の
盛
儀
の
準
備
が
今
着
々
と
進
ん

で
ゐ
る
と
い
ふ
。

◎
　
「
東
京
の
教
育
」
　
へ
の
会
員
の
皆
様
の
ご
投

稿
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

送
り
先
は
題
字
下
に
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
メ

ー
ル
の
宛
先
は
次
の
通
り
で
す
。

事
務
局
ア
ド
レ
ス
　
（
佐
藤
）
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