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は
じ
め
に

　

筆
者
は
、「
大
地
讃
頌
（
作
詞
・
大
木
惇
夫
、
作
曲
・

佐
藤
眞
、
カ
ン
タ
ー
タ
「
土
の
歌
」
よ
り
）」
と
い

う
曲
を
耳
に
す
る
と
、
決
ま
っ
て
中
学
校
の
卒
業
式

の
場
面
を
思
い
出
す
。
そ
の
歌
詞
に
卒
業
を
意
味
す

る
言
葉
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
事
細
か
に
思
い

出
す
の
で
あ
る
。
ど
う
し
て
当
時
の
情
景
や
友
人
た

ち
の
表
情
、
会
場
だ
っ
た
体
育
館
の
臭
い
ま
で
も
鮮

明
に
思
い
出
せ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
本
特
集

の
テ
ー
マ
で
あ
る
「
音
楽
と
記
憶
」
の
関
係
に
立
脚

す
る
の
で
あ
る
。

　

読
者
の
皆
様
は
い
か
が
だ
ろ
う
か
。
あ
る
曲
と
結

び
つ
い
た
思
い
出
が
誰
に
で
も
い
く
つ
か
あ
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

自
伝
的
記
憶
に
つ
い
て

　

本
特
集
の
最
初
の
ト
ピ
ッ
ク
ス
で
和
田
氏
が
述
べ

て
い
る
よ
う
に
、
記
憶
に
は
様
々
な
種
類
が
あ
る
。

例
え
ば
、
買
い
物
の
際
「
買
っ
て
く
る
品
物
を
一
時

覚
え
て
お
く
」
等
の
、
そ
の
と
き
限
り
の
短
期
的
な

記
憶
や
、
自
宅
の
住
所
や
電
話
番
号
な
ど
、
な
か
な

か
忘
れ
ず
に
い
ら
れ
る
長
期
記
憶
な
ど
、
そ
の
種
類

や
成
り
立
ち
は
様
々
で
あ
る
。

　

先
に
述
べ
た
通
り
、
筆
者
が
「
大
地
讃
頌
」
を
聴

い
て
思
い
出
し
て
い
る
の
は
、
自
ら
が
経
験
し
た
中

学
校
の
卒
業
式
の
情
景
や
体
育
館
と
い
う
場
所
、
友

人
達
と
の
語
ら
い
や
、
そ
の
と
き
の
気
持
ち
な
ど

様
々
な
情
報
を
含
み
、
長
期
間
保
存
さ
れ
て
い
る
記

憶
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
記
憶
を
、
長
期
記
憶
の
中

で
も
「
エ
ピ
ソ
ー
ド
記
憶
」
と
言
う
が
、
自
ら
の
生

涯
に
お
い
て
生
じ
た
様
々
な
出
来
事
、
特
に
重
要
な

ラ
イ
フ
イ
ベ
ン
ト
や
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
形
成
に

関
係
す
る
よ
う
な
記
憶
を
「
自
伝
的
記
憶
」
と
言
う
。

　
「
卒
業
式
」
の
出
来
事
の
よ
う
に
、
日
常
的
に
は

あ
ま
り
思
い
出
す
こ
と
が
な
い
事
柄
で
も
、
ふ
と
し

た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
記
憶
が
よ
み
が
え
る
こ
と
が

あ
る
。
一
般
的
に
記
憶
再
生
の
き
っ
か
け
に
な
る
の

は
、
写
真
や
物
な
ど
の
手
が
か
り
で
あ
る
こ
と
が
多

い
。
一
方
で
、
記
憶
が
手
が
か
り
と
な
っ
て
別
の
記

憶
を
思
い
出
す
こ
と
も
あ
る
。
あ
る
思
い
出
と
同
時

に
体
験
し
た
事
柄
の
記
憶
や
、
そ
の
と
き
の
気
分
・

感
情
の
状
態
な
ど
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
筆
者
が
卒
業

特
集
　
音
楽
と
記
憶

音
楽
療
法
に
お
け
る
記
憶
の
役
割

〜
音
楽
回
想
法
に
つ
い
て
〜
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式
を
思
い
出
す
の
は
、
そ
の
と
き
同
時
に
体
験
し
た

「
歌
」
を
聴
い
た
こ
と
が
「
再
生
手
が
か
り
」
に
な

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

歌
を
は
じ
め
と
し
た
「
音
楽
」
と
記
憶
の
関
係
に

つ
い
て
考
え
て
み
る
。
音
楽
的
体
験
の
記
憶
に
は
、

感
情
体
験
の
記
憶
が
伴
う
。「
暗
譜
す
る
」
と
い
う

よ
う
な
、
あ
る
種
の
機
械
的
な
記
憶
も
あ
る
が
、
あ

る
楽
曲
を
演
奏
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る

の
は
、
そ
の
演
奏
で
生
じ
た
情
感
な
ど
、
楽
曲
以
外

の
要
素
を
含
む
記
憶
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
豊
か
な

情
感
を
含
む
音
楽
演
奏
の
記
憶
が「
再
生
手
が
か
り
」

と
な
っ
て
、
自
分
に
と
っ
て
大
切
な
記
憶
で
あ
る
自

伝
的
記
憶
が
再
生
さ
れ
る
と
き
、
そ
の
記
憶
は
、
単

に
思
い
出
す
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
な
り
、
精
緻
な

内
容
と
豊
か
な
感
情
を
伴
う
、
か
け
が
え
の
な
い
も

の
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
記
憶
の
力
を
治
療
に
生
か
す
の
が

「
回
想
法 （rem

iniscence

）」 

や 

「
ラ
イ
フ
レ
ビ
ュ
ー

（life review

）」と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。（
図
１
）

「
治
療
」
と
「
語
り
」
に
つ
い
て

　

Ｅ
・
エ
リ
ク
ソ
ン
は
、
人
の
心
理
社
会
的
な
生
涯

発
達
に
お
い
て
、
最
終
段
階
の
目
標
を
「
統
合
」
で

あ
る
と
表
現
し
た
。
発
達
は
、
量
的
に
増
大
す
る
こ

と
の
み
を
指
さ
な
い
。
人
格
的
に
成
熟
し
、
あ
る
面

で
は
失
わ
れ
て
い
く
こ
と
を
受
け
入
れ
つ
つ
、
自
ら

の
内
に
「
統
合
」
す
る
こ
と
も
ま
た
「
発
達
」
な
の

で
あ
る
。「
統
合
」
の
理
想
的
姿
は
、
老
齢
に
達
し

て
自
ら
の
人
生
を
振
り
返
り
「
色
々
あ
っ
た
が
、
こ

れ
で
良
か
っ
た
の
だ
」
と
の
境
地
に
達
す
る
こ
と
で

あ
る
と
言
え
る
。
い
ろ
い
ろ
な
体
験
を
振
り
返
り
、

自
ら
の
過
去
と
現
在
の
つ
な
が
り
を
確
認
し
、
そ
れ

を
肯
定
的
あ
る
い
は
今
日
に
至
る
必
然
と
し
て
受
容

で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
、「
い
い
人
生
だ
っ
た
の

で
は
な
い
か
」
と
振
り
返
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
、

そ
れ
を
目
指
し
て
行
わ
れ
る
の
が「
回
想
法
」や「
ラ

イ
フ
レ
ビ
ュ
ー
」
と
い
う
手
法
で
あ
る
。

　

回
想
法
は
比
較
的
楽
し
い
（
良
い
）
思
い
出
を
中

心
に
扱
う
こ
と
が
多
く
、
そ
れ
を
自
ら
語
り
、
他
者

の
語
り
に
耳
を
傾
け
る
と
い
う
こ
と
が
中
心
に
な

る
。
同
世
代
に
と
ど
ま
ら
ず
、異
世
代
の
人
々
な
ど
、

グ
ル
ー
プ
の
中
で
思
い
出
を
語
る
こ
と
自
体
が
、
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
活
発
に
し
、
そ
の
人
々
を
元

気
に
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　

一
方
で
、
ラ
イ
フ
レ
ビ
ュ
ー
は
、
必
ず
し
も
楽
し

い
思
い
出
ば
か
り
を
扱
う
わ
け
で
は
な
い
。
自
分
の

中
に
わ
だ
か
ま
っ
て
い
る
未
解
決
な
思
い
、
や
り
残

し
た
感
じ
や
、
受
け
容
れ
が
た
い
感
情
な
ど
も
テ
ー

マ
と
な
る
。
そ
の
よ
う
な
記
憶
を
辿
る
こ
と
は
、
比

較
的
個
人
的
な
対
話
を
通
し
て
行
わ
れ
る
必
要
が
あ

り
、
聴
き
手
に
は
、
そ
の
語
り
自
体
へ
の
臨
床
的
な

関
わ
り
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。（
表
１
）

　

先
に
も
触
れ
た
と
お
り
、
こ
れ
ら
の
記
憶
は
「
自

伝
的
記
憶
」
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
。
時
と
し
て

音
楽
は
「
当
時
」
の
感
情
や
光
景
な
ど
を
鮮
明
に
思

い
出
さ
せ
る
き
っ
か
け
と
な
り
得
る
の
で
あ
る
。
次

表１　回想法とライフレビュー

図１　音楽による記憶想起と自伝的記憶
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さ
せ
て
し
ま
う
可
能
性
が
高
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。「
軍
歌
」
等
は
そ
の
代
表
格
と
い
っ
て
良
い
の

で
は
な
い
か
。
そ
の
扱
い
は
非
常
に
難
し
く
、「
個

人
史
」
の
裏
付
け
を
以
て
選
曲
す
る
こ
と
の
重
要
性

を
考
え
さ
せ
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
グ
ル
ー
プ
で
楽
し
く
歌
い
思
い
出
す

と
い
う
事
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
シ
リ
ア
ス
な
記
憶
に
向

き
合
う
こ
と
は
、
音
楽
療
法
に
携
わ
る
以
上
避
け
て

通
れ
な
い
事
で
も
あ
る
。
音
楽
療
法
の
「
治
療
・
介

入
」的
な
側
面
と
し
て
重
要
な
こ
と
な
の
で
あ
る
が
、

こ
の
場
合
は
ラ
イ
フ
レ
ビ
ュ
ー
の
観
点
に
立
ち
、
そ

の
音
楽
と
語
り
に
傾
聴
し
、
見
守
り
、
あ
る
経
験
を

通
し
て
そ
こ
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
そ
の
人
全
体
を
受
け

と
め
る
と
い
う
臨
床
的
な
対
応
が
必
要
に
な
る
。
決

し
て
簡
単
な
事
で
は
な
い
が
、
音
楽
が
喚
起
す
る
記

憶
の
リ
ア
リ
テ
ィ
故
に
、
そ
の
振
り
返
り
も
非
常
に

意
味
深
い
も
の
と
な
り
得
る
。
正
し
く
用
い
ら
れ
れ

ば
、
非
常
に
効
果
的
で
あ
る
。

音
楽
に
よ
っ
て
思
い
出
す
も
の

　

一
般
的
に
「
自
伝
的
記
憶
」
に
つ
い
て
は
十
歳
か

ら
三
十
歳
く
ら
い
の
記
憶
が
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
い

と
い
う
。
ま
さ
に
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
形
成
と
の
関

係
が
示
唆
さ
れ
る
。
で
は
、
音
楽
回
想
法
で
想
起
さ

れ
る
の
は
何
歳
く
ら
い
の
記
憶
な
の
だ
ろ
う
か
。
以

下
は
筆
者
の
印
象
を
元
に
記
述
す
る
。

こ
と
、
す
な
わ
ち
一
人
一
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

と
い
う
べ
き
も
の
を
、
音
楽
を
通
し
て
再
確
認
す
る

と
い
う
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
は
人
生
後
半
の

精
神
生
活
に
お
い
て
は
非
常
に
重
要
な
テ
ー
マ
で
も

あ
る
。

　

ま
た
、
後
輩
世
代
へ
、
自
ら
の
生
き
た
時
代
、
自

分
た
ち
が
大
切
に
し
て
き
た
こ
と
な
ど
を
伝
え
よ
う

と
す
る
姿
も
見
ら
れ
る
。
後
に
続
く
世
代
へ
、
ど
う

し
て
も
伝
え
て
お
き
た
い
「
世
代
の
思
い
」
な
ど
が
、

音
楽
を
通
し
て
語
ら
れ
る
。そ
の
思
い
の
豊
か
さ
は
、

音
楽
を
通
し
て
こ
そ
共
有
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
る
。

「
音
楽
回
想
法
」
と
い
う
手
法
が
持
つ
他
に
代
え
難

い
効
果
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
高
齢
者
施
設
で
、
年
若
い
音
楽
療
法

士
が
、
終
戦
記
念
日
な
ど
に
「
軍
歌
」
を
歌
わ
せ
よ

う
と
覚
え
立
て
の
曲
を
披
露
し
て
い
る
姿
を
見
る
こ

と
が
あ
る
。
筆
者
は
、
こ
う
し
た
こ
と
に
は
十
分
慎

重
に
な
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
ご
高
齢
の

方
々
の
中
に
は
、
戦
地
に
赴
か
れ
た
ご
経
験
の
あ
る

方
も
い
ら
し
て
、
直
接
お
話
を
伺
え
る
機
会
は
年
々

少
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
戦
争
を
知
ら
な
い
世
代

と
し
て
は
、
そ
の
機
会
を
大
切
に
す
る
必
要
が
あ
る

と
は
思
う
。
し
か
し
「
軍
歌
」
等
は
単
に
そ
の
当
時

の
音
楽
ジ
ャ
ン
ル
だ
、
と
割
り
切
れ
る
も
の
で
は
な

い
。「
音
楽
回
想
法
」
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
は
、音
楽
の
持
つ
記
憶
想
起
力
の
強
さ
故
に
、

人
に
よ
っ
て
は
思
い
出
し
た
く
な
い
記
憶
を
も
想
起

節
で
は
、高
齢
者
の
音
楽
療
法
に
お
け
る
「
回
想
法
」

と
「
ラ
イ
フ
レ
ビ
ュ
ー
」
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

高
齢
者
の
音
楽
と
語
り

　

高
齢
者
施
設
で
の
音
楽
療
法
で
は
、
昔
懐
か
し
い

童
謡
・
唱
歌
、
歌
謡
曲
な
ど
が
積
極
的
に
扱
わ
れ
て

い
る
。
そ
れ
ら
の
曲
は
、
そ
の
人
が
そ
の
曲
に
接
し

て
い
た
時
の
状
況
や
感
情
を
含
め
、
様
々
な
記
憶
を

留
め
て
い
る
。そ
の
様
な
曲
を
通
し
て
、過
去
の
様
々

な
記
憶
が
賦
活
化
さ
れ
、
高
齢
者
相
互
の
会
話
の
促

進
さ
れ
る
様
子
が
見
て
取
れ
る
。
同
時
代
を
共
に
生

き
た
人
々
の
連
帯
感
、
歴
史
的
な
出
来
事
、
一
人
一

人
の
ラ
イ
フ
イ
ベ
ン
ト
な
ど
、
時
代
感
・
生
活
感
の

共
有
体
験
を
通
し
て
、
自
ら
の
人
生
を
振
り
返
り
、

か
け
が
え
の
な
い
も
の
と
し
て
語
る
姿
が
見
ら
れ
る
。

　

三
十
年
前
の
曲
を
歌
え
ば
、
ま
さ
に
三
十
年
前
の

光
景
が
そ
こ
に
あ
る
か
の
よ
う
に
、
ま
た
六
十
年
前

の
曲
を
歌
え
ば
、
六
十
年
前
の
そ
の
人
自
身
が
、
あ

た
か
も
そ
こ
に
い
る
か
の
よ
う
に
、
み
ず
み
ず
し
く

豊
か
な
感
情
を
伴
っ
た
歌
声
と
語
り
が
展
開
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
あ
る
意
味
で
は
音
楽
に
よ
っ
て「
時
空
」

の
制
約
か
ら
解
き
放
た
れ
る
瞬
間
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
。
言
い
方
を
変
え
れ
ば
、
人
生
を
歌
う
と
い
う

事
な
の
だ
ろ
う
。
そ
う
し
て
過
去
と
現
在
の
連
続
性

を
確
認
す
る
こ
と
、
過
去
の
様
々
な
出
来
事
や
経
験

を
自
ら
の
体
験
と
し
て
統
合
し
、
い
ま
こ
こ
に
い
る
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に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
仕
事
や
旅

行
な
ど
の
話
が
多
く
な
る
。
一
般
的
な
「
自
伝
的
記

憶
」が
想
起
さ
れ
る
年
代
と
符
合
す
る
。
こ
れ
に
は
、

歌
謡
曲
が
、
そ
れ
を
歌
う
歌
手
の
イ
メ
ー
ジ
と
の
結

び
つ
き
が
強
い
こ
と
や
、
そ
の
曲
を
主
体
的
に
聴
く

よ
う
に
な
っ
た
年
齢
や
曲
に
対
す
る
嗜
好
性
な
ど
、

そ
の
時
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
な
ど
と
関
係
し
て
い
る

こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
歌
謡
曲
の
場
合
、
近

年
は
一
曲
の
流
行
の
始
ま
り
か
ら
終
わ
り
ま
で
の
期

間
な
ど
、
様
々
な
要
因
が
か
ら
み
、
な
か
な
か
多
く

の
年
代
に
好
ま
れ
、
共
通
し
た
イ
メ
ー
ジ
が
語
ら
れ

る
と
い
う
曲
が
少
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
曲
を
選
ん
で
聴
く
と
い
う
主
体
的
な
行
為

と
の
関
係
で
、
音
楽
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
絡
む

記
憶
と
の
関
係
が
考
え
ら
れ
る
。（
表
２
）

お
わ
り
に

　

自
分
に
と
っ
て
の
大
切
な
記
憶
、
遠
く
離
れ
、
す

っ
か
り
様
相
を
変
え
て
し
ま
っ
て
も
、
自
分
の
心
の

中
に
は
残
り
続
け
て
い
る
故
郷
の
風
景
な
ど
、
音
楽

が
思
い
出
さ
せ
て
く
れ
る
こ
と
は
非
常
に
多
い
。

　

今
日
の
若
年
層
で
は
、
音
楽
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

か
ら
個
人
の
携
帯
音
楽
プ
レ
イ
ヤ
ー
に
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
し
、
そ
れ
を
ヘ
ッ
ド
フ
ォ
ン
で
聴
く
と
い
う
ス
タ

イ
ル
が
定
着
し
つ
つ
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
の
下
、

各
世
代
に
共
通
し
た
音
楽
が
失
わ
れ
、
音
楽
は
完
全

　

世
代
を
問
わ
ず
、
多
く
の
人
が
歌
う
こ
と
の
で
き

る
曲
、
好
ま
れ
て
い
る
曲
と
し
て
、「
ふ
る
さ
と
（
作

詞
・
高
野
辰
之
、
作
曲
・
岡
野
貞
一
）」
や
「
夕
焼

小
焼
（
作
詞
・
中
村
雨
紅
、
作
曲
・
草
川
信
）」「
赤

と
ん
ぼ
（
作
詞
・
三
木
露
風
、
作
曲
・
山
田
耕
筰
）」

な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
曲
を
聴
い
て
ど
の
よ
う
な

こ
と
（
も
の
）
を
思
い
出
す
の
か
尋
ね
て
み
る
と
、

実
に
様
々
な
事
柄
が
上
げ
ら
れ
る
。
そ
の
中
で
も
、

自
分
の
「
親
き
ょ
う
だ
い
」
に
つ
い
て
思
い
出
す
人

が
相
当
数
い
る
と
い
う
の
が
実
感
で
あ
る
。
特
に
、

自
分
が
幼
い
頃
の
家
族
に
つ
い
て
想
起
す
る
人
が
多

い
。
例
え
ば
、
兄
・
姉
が
自
分
を
背
負
い
、
家
に
帰

る
砂
利
道
を
踏
む
下
駄
の
音
、
そ
の
背
で
頬
に
触
れ

る
袢
纏
の
肌
触
り
な
ど
、
実
に
事
細
か
に
思
い
出
す

こ
と
が
で
き
る
と
の
話
を
聞
い
た
こ
と
も
あ
る
。
こ

の
語
り
は
実
際
に
あ
っ
た
こ
と
の
記
憶
な
の
か
、
そ

れ
と
も
「
き
っ
と
そ
う
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
」
と
記
憶

の
よ
う
に
定
着
し
た
イ
メ
ー
ジ
な
の
か
、
実
は
は
っ

き
り
し
な
い
。
当
然
、
歌
詞
の
内
容
か
ら
の
印
象
も

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
曲
に
は
、
幼
少

期
に
感
じ
た
人
の
温
も
り
を
思
い
出
さ
せ
る
効
果
が

あ
る
の
だ
と
感
じ
ら
れ
た
。

　

一
方
、
各
時
代
を
彩
る
歌
謡
曲
の
数
々
も
人
々
の

記
憶
を
喚
起
す
る
。
し
か
し
、
歌
謡
曲
で
自
分
の
幼

少
期
を
思
い
出
す
と
い
う
話
は
そ
れ
ほ
ど
た
く
さ
ん

聞
け
る
わ
け
で
は
な
い
。
歌
謡
曲
を
通
し
て
思
い
出

さ
れ
る
時
期
は
、
二
十
代
を
中
心
に
し
て
い
る
よ
う

に
「
個
人
化
」
し
て
い
く
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
い

ま
や
、
音
楽
と
そ
れ
に
伴
う
思
い
出
を
、
同
世
代
の

他
者
と
す
ら
共
有
す
る
こ
と
が
難
し
く
な
っ
て
来
て

い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
音
楽
と
記
憶
の
関
係

か
ら
転
じ
て
、
音
楽
の
生
涯
学
習
に
携
わ
る
我
々
の

な
す
べ
き
仕
事
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
ら
れ
た
。
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表２　�自伝的記憶と音楽回想法の比較�
（臨床実感含む）


