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茶
わ
ん
虫
の
う
た 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

中
山
と
し
子 

 
 

 

表
題
の
唄
は
、
鹿
児
島
県
人
に
は
な
じ
み
の
郷
土

歌
（
俗
謡
）
で
あ
る
。「
県
の
特
産
品
」
と
言
っ
て
良

い
か
も
し
れ
な
い
。
内
容
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
通

り
、「
茶
碗
蒸
し
」
と
「
茶
碗
虫
」
の
意
味
の
行
き
違

い
を
、
鹿
児
島
弁
の
面
白
み
に
乗
せ
て
、
軽
妙
で
親

し
み
や
す
く
調
子
を
つ
け
た
も
の
で
あ
る
。
歌
詞
の

お
か
し
さ
、
曲
の
素
朴
さ
、
愛
唱
し
や
す
さ
、
覚
え

や
す
さ
か
ら
、
県
人
に
愛
さ
れ
面
白
が
ら
れ
、
小
さ

い
子
で
も
す
ぐ
に
覚
え
て
し
ま
う
。
練
習
し
た
わ
け

で
も
な
い
の
に
、
何
十
年
経
っ
て
も
忘
れ
な
い
と
こ

ろ
が
不
思
議
だ
。
作
者
は
、
大
正
末
、
現
在
の
霧
島

市
に
あ
る
宮
内
尋
常
高
等
小
学
校
の
教
師
で
あ
っ
た

石
黒
ヒ
デ
と
い
う
人
だ
そ
う
で
あ
る
。 

今
回
、
私
は
こ
の
唄
の
文
法
的
解
説
と
い
う
暴
挙

に
挑
戦
し
た
。
恐
ら
く
、
鹿
児
島
県
広
し
と
云
え
ど

も
、
俚
言
の
文
法
的
分
析
と
い
う
、
無
粋
で
徒
労
と

も
見
え
る
仕
事
を
さ
れ
た
方
は
な
い
の
で
は
な
か
ろ

う
か
、
と
い
う
想
定
の
下
、
元
日
本
語
教
師
の
経
験

を
生
か
し
て
、
敬
愛
す
る
「
茶
わ
ん
虫
の
う
た
」
に

向
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
私
に
と
っ
て
、
こ
れ
は

思
っ
た
よ
り
も
楽
し
い
時
間
で
あ
っ
た
。
も
し
、
以

下
の
解
説
に
納
得
の
い
か
な
い
県
人
（
賢
人
）
が
お

ら
れ
ま
し
た
ら
、
ど
う
ぞ
ご
一
報
く
だ
さ
い
ま
せ
。

共
に
、
よ
り
良
い
鹿
児
島
弁
の
歴
史
と
保
存
に
知
恵

を
絞
っ
て
ま
い
り
ま
し
ょ
う
。 

 
説
明
の
都
合
上
、
行
数
を
①
②
③
・
・
・
、
と
い

う
風
に
、
番
号
で
判
別
し
な
が
ら
解
説
す
る
。 

 

り
げ
ん 
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①
ん
ー
だ
も
こ
ー
ら 

い
ー
け
な
も
ん
な 

②
あ
ー
た
い
げ
ー
の 

ち
ゃ
わ
ん
な
ん
だ 

③
日
に
日
に
三
度
も
洗(

あ
れ)

も
ん
せ
ば 

④
き
れ
い
な
も
ん
ご
わ
ん
さ
ー
（
ど
ー
） 

⑤
茶
碗
に
つ
い
た
虫
じ
ゃ
ろ
か
い 

⑥
め
ご
な
ど
け
あ
る
く
虫
じ
ゃ
ろ
か
い 

⑦
ま
こ
て
げ
ん
ね
こ
っ
じ
ゃ 
わ
っ
は
っ
は 

 

【
解
説
】 

① 

ん
ー
だ
も
こ
ー
ら 

い
ー
け
な
も
ん
な 

「（
う
）
ん
だ
も
」
は
、「（
う
）
ん
だ
も
し
た
ん

」
の
後
半
を
省
い
た
形
の
感
嘆
詞
で
あ
る
。
び
っ
く

り
し
た
と
き
に
「
ん
だ
も
！
」、
と
無
意
識
に
口
を
つ

い
て
出
た
後
で
、「
あ
ん
人
が
交
通
事
故
に
遭
い
や
っ

た
ち
な
！
」
と
い
う
具
合
に
続
く
。
単
な
る
驚
き
で

な
く
、「
あ
り
そ
う
も
な
い
」「
信
じ
ら
れ
な
い
」
と
、

先
ず
否
定
し
て
か
か
る
大
袈
裟
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
含

ん
だ
心
情
を
表
す
。 

「（
う
）
ん
だ
も
し
た
ん
」
の
語
源
を
辿
れ
ば
、 

『
鹿
児
島
方
言
大
辞
典
』（
橋
口
満
著 

高
城
書
房
）

に
は
、「
ウ
ヌ
ダ
チ
モ
ウ
シ
ラ
ヌ
（
己
達
・
知
）
の
転

訛
」
と
あ
り
、
こ
れ
に
従
う
と
、「（
う
）
ん
だ
」
は
、

「
私
（
た
ち
）」、「
も
」
は
「
も
は
や
こ
れ
以
上
は 

 

・
・
・
ぬ
」
と
使
う
と
き
の
副
詞
「
も
う
」。「
知
た

ん
」
は
「
知
ら
ん
」
の
転
音
な
の
で
、
直
訳
す
れ
ば
、

「
私
は
、
も
は
や
こ
れ
以
上
の
事
は
知
ら
な
い
（
聞

い
た
こ
と
も
な
い
。
そ
れ
く
ら
い
び
っ
く
り
だ
）」
と

な
る
が
、
今
や
こ
れ
は
か
け
声
の
よ
う
な
も
の
で
、

び
っ
く
り
た
ま
げ
た
と
き
の
慣
用
表
現
化
し
て
い
る
。 

「
ん
だ
」
は
「（
う
）
ん
だ
」
の
「
ウ
」
が
音
声

的
に
脱
落
し
た
も
の
で
、「
う
ん
だ
も
し
た
ん
」
が
語

源
的
に
は
正
し
い
の
で
あ
ろ
う
が
、
早
口
で
言
う
と

き
に
は
、
唇
が[wu]

の
音
を
怠
け
て
落
し
て
し
ま
う

の
で
、
意
味
が
通
れ
ば
結
果
的
に
「
ン
ダ
」
と
な
る
。
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「
う
ん
だ
」
は
、
元
々
は
、[wunudati]

の
鼻
音 

 
 

[
ヌ/nu]

が
後
続
の[

ダ/da]

と
合
一
し
、[

（
ウ
）
ン

ダ/unda]

に
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。/n/

と/d/

は
、

調
音
点
（
音
を
作
る
舌
の
位
置
）
が
歯
の
裏
側
の
同

じ
位
置
に
あ
る
の
で
、
舌
が[

ヌ/nu]

」
と[

ダ/da]

の
二
回
働
く
と
こ
ろ
を
怠
け
て
一
回
に
は
し
ょ
っ
た

形
で
あ
る
。
語
末
の[
チ/ti]

は
、
無
声
化
し
や
す
い

の
で
脱
落
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
（
註
一
）。 

以
上
の
よ
う
に
、「
ウ
ヌ
」
が
「
ウ
ン
」
と
な
り
、

「
ン
」
に
ま
で
省
略
短
縮
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

「
ン
」
に
変
え
て
発
音
す
る
（
な
ま
る
）
こ
と
を 

 

「
撥(

は
つ)

音
化
」
と
言
う
。 

「
ん
だ
も
し
た
ん
」
を
運
用
の
面
か
ら
見
て
み
る

と
、「
び
っ
く
り
た
ま
げ
た
」
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
を

含
み
つ
つ
、
普
段
は
、「
ん
だ
も
！
」「
ん
だ
も
し
た

ん
！
」、
と
結
構
軽
い
ノ
リ
で
使
っ
て
い
る
。
大
し
た

こ
と
で
は
な
い
の
に
、「
ん
だ
も
し
た
ん
」
と
い
か
に

も
大
し
た
こ
と
の
よ
う
に
言
い
た
が
る
の
が
鹿
児
島

県
人
の
特
徴
で
あ
る
。
本
当
に
驚
い
た
と
き
に
は
、

「
ん
ー
だ
も
し
た
ん
」
と
、「
ん
」
を
伸
ば
し
て
し
ま

う
。
又
、「
ん
だ
も
し
た
ー
ん
」
と
「
た
」
を
伸
ば
し

て
感
嘆
（
哀
悼
、
共
感
、
抗
議
、
感
動
・
・
・
等
）

の
意
を
伝
え
た
り
す
る
。
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
（
音

の
高
低
）
や
プ
ロ
ミ
ネ
ン
ス
（
あ
る
部
分
を
強
弱
を

つ
け
て
発
音
し
た
り
伸
ば
し
た
り
縮
め
た
り
し
て
、

あ
る
意
味
合
い
を
付
け
加
え
る
）
を
駆
使
す
る
こ
と

で
、
吉
凶
ど
ち
ら
に
も
、
ど
ん
な
意
味
に
も
な
る
慣

用
句
で
あ
る
。 

も
し
、
友
人
が
百
万
円
の
宝
く
じ
に
当
た
っ
た
な

ら
、「
ん
ー
だ
も
し
た
ー
ん
！
」
と
で
も
言
う
で
あ
ろ

う
。
時
に
は
、「
ん
だ
も
、
ん
だ
も
、
ん
だ
も
！
」
と

い
う
具
合
に
急
き
騒
ぐ
こ
と
も
あ
る
。
鹿
児
島
県
人

は
表
現
力
が
豊
か
で
あ
る
た
め
に
、
大
げ
さ
な
言
い

方
を
好
む
よ
う
に
思
う
。 

ち
な
み
に
、
英
語
の
”OH, MY GOD !

”
と
大
変

良
く
似
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
あ
る
。 
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英
語
方
は
、「
こ
の
表
現
に
見
合
う
日
本
語
が
見

当
た
ら
な
い
」、
等
と
悩
ん
で
お
ら
れ
る
よ
う
だ
が
、

「
ん
だ
も
し
た
ん
！
」を
知
ら
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。 

「
こ
ー
ら
」
は
、「
こ
れ
は
」
を
短
縮
し
た
言
い
方
で

、
調
子
を
取
る
た
め
の
か
け
声
の
役
目
で
あ
る
。
鹿

児
島
弁
の
最
大
の
特
徴
は
、「
短
縮
す
る
」
と
い
う
と

こ
ろ
に
あ
る
。 

「
い
け
な
も
ん
な
」
は
、「
ど
う
し
た
こ
と
で
し

ょ
う
か
」
で
あ
り
、「
い
け
な
」
は
元
々
は
、「
如
何

様
な
」
で
あ
ろ
う
。[

い
け
な/ikena]
は
「
い
け
ん

」
と
撥
音
化
し
た
形
で
も
使
う
。「
ど
う
、
ど
ん
な
、

～
？
」
の
疑
問
詞
と
思
え
ば
良
い
。「
い
け
な
顔
？
」、

「
い
け
な
人
？
」、「
い
け
な
理
由
で
？
」、「
い
け
ん

し
た
と
？
」
＝
「
ど
う
し
た
の
？
」
の
如
し
。 

 

② 

あ
ー
た
い
げ
ー
の 

ち
ゃ
わ
ん
な
ん
だ                                              

「
あ
た
い
げ
ー
」
の
「
げ
ー
」
は
、「
家(

う
ち)

」
の
こ
と
。
従
っ
て
、「
あ
た
い
げ
ー
」
は
、「
私

の
う
ち
」。
同
じ
よ
う
に
、「
お
は
ん
げ
ー
」
は
「

あ
な
た
の
う
ち
」、「
あ
ん
人
げ
ー
」
は
「
あ
の
人

の
う
ち
」
を
表
す
。 

「
ち
ゃ
わ
ん
な
ん
だ
」
の
「
な
ん
だ
」
は
、「
等

は
」
の
転
音
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
複
数
」
の
意
味

と
、「
茶
碗
」
と
い
う
対
象
を
話
題
に
取
り
上
げ
、
以

下
の
陳
述
に
つ
な
げ
る
た
め
の
働
き
を
持
っ
た
接
尾

語
の
二
つ
の
捉
え
方
が
で
き
る
。
籠
に
伏
せ
て
あ
る

茶
碗
は
た
い
て
い
複
数
だ
か
ら
複
数
形
と
捉
え
た
く

な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
こ
は
、
そ
の
語
を
主
題

（
話
題
の
主
。
文
中
の
主
人
公
と
考
え
て
も
良
い
）

と
す
る
働
き
の
あ
る
接
尾
語
と
考
え
た
方
が
良
い
と

思
う
。 

「
茶
碗
」
に
「
な
ん
だ
（
等
は
）」
を
つ
け

る
こ
と
で
、
話
し
手
が
茶
碗
に
何
ら
か
の
こ
だ
わ
り

が
あ
る
こ
と
が
表
現
さ
れ
る
。
例
え
ば
、「
あ
た
い
げ

ん
し
な
ん
だ
」
は
、
自
分
の
夫
に
対
し
て
妻
た
ち
が

よ
く
使
う
言
い
方
で
あ
る
。「
あ
た
い
げ
ん
」
の
「
げ

ん
」
と
は
、[
げ
ー
の/geheno]

が
短
縮
し
、
最
後
が
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 [

の/no]

と
鼻
音
で
あ
る
た
め
に
、「
げ
ん
」
と
な
ま

っ
た
も
の
で
あ
る
（
註
二
）。「
し
」
と
は
、「
人
」
の

こ
と
。
従
っ
て
、「
わ
た
し
の
う
ち
の(

げ
ん)

人
」
は

、
す
な
わ
ち
「
自
分
の
夫
」
を
指
す
の
で
、
こ
れ
に

「
な
ん
だ
（
等
は
）」
を
付
け
て
も
複
数
の
意
味
に
は

な
ら
な
い
。
こ
こ
は
夫
に
「
な
ん
だ
（
等
は
）」
と
、

物
に
で
も
付
け
る
よ
う
な
接
尾
語
を
付
け
る
こ
と
で
、

主
題
と
な
る
夫
か
ら
少
し
距
離
を
取
り
、
ぼ
か
し
て

客
観
化
す
る
作
用
が
あ
る
。
言
外
に
妻
の
微
妙
な
気

恥
ず
か
し
さ
や
こ
だ
わ
り
感
が
表
現
さ
れ
、
文
末
の

感
情
を
含
ん
だ
陳
述
に
繋
が
っ
て
い
く
。 

例
： 

あ
た
い
げ
ん
し
な
ん
だ
（
う
ち
の
主
人
た

ら
）、
昨(

よ)

夜(

べ)

は
酔(

よ)

食(

く)

ろ
て
（
酔
っ

ぱ
ら
っ
て
）
良
か
気
分
じ
ゃ
し
た
が
（
で
し
た
よ
）。

（
断
定
・
不
満
） 

話
し
手
の
性
別
や
、
話
し
手
と
話
題
の
物
や
人
と

の
親
疎
上
下
関
係
、
話
し
手
と
聞
き
手
と
の
親
疎
上

下
関
係
に
よ
り
、「
な
ん
だ /

な
ん
か
」
と
使
い
分
け

る
が
、
い
ず
れ
も
、「
○
○
な
ん
だ
」
の
「
○
○
」
を

主
題
と
し
て
、
あ
る
感
情
の
下
に
文
末
の
陳
述
に
つ

な
げ
て
い
く
役
割
が
あ
る
よ
う
だ
。
従
っ
て
、「
あ
た

い
げ
ん
茶
碗
な
ん
だ
」
＝
「
う
ち
の
茶
碗
と
い
っ
た

ら
」「
う
ち
の
茶
碗
で
し
た
ら
ね
ー
」
と
、「
茶
碗
」

を
主
題
と
し
て
、
話
し
手
が
何
か
述
べ
よ
う
と
し
て

い
る
気
持
ち
が
表
現
さ
れ
る
。
聞
き
手
に
改
め
て
注

意
を
向
け
さ
せ
、
そ
の
後
で
主
題
の
説
明
を
あ
る
感

情
の
下
に
陳
述
す
る
文
と
な
る
。
陳
述
の
こ
と
を
モ

ダ
リ
テ
ィ
と
言
う
。
つ
ま
り
、「
○
○
な
ん
だ
」
と
き

た
ら
、
文
末
に
は
、
話
し
手
の
「
意
思
」「
推
量
」 

 
 

「
断
定
」「
判
断
」
な
ど
の
心
的
態
度
や
、「
悩
み
」

「
不
安
」「
怒
り
」「
確
認
」
な
ど
の
気
持
ち
が
表
れ

る
形
式
の
文
と
な
る
こ
と
が
わ
か
る
わ
け
で
あ
る
。 

例
： 

う
ち
の
す
っ
た
れ
（
末
っ
子
）
な
ん
だ
、

い
っ
ち
ゃ
ん
（
全
然
）
勉
強
を
せ
ん
で
、
こ
ら
（
こ

れ
は
恐
ら
く
）、 

高
校
も
危
う
か
と
じ
ゃ
な
か
ろ
か

い
。（
推
量
・
不
安
） 
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③ 
日
に
日
に
三
度
も
洗(

あ
れ)

も
ん
せ
ば 

「
日
に
日
に
」
は
、「
毎
日
」
の
意
味
だ
が
、「
日

に
日
に
」
と
あ
え
て
く
り
返
す
こ
と
で
、
く
り
返
し

継
続
し
て
い
る
意
味
合
い
を
強
め
る
。「
毎
日
」
＝   

 
 
 

「
め
ー
ひ
に
」
と
い
う
言
い
方
も
あ
る
が
、「
日
に
日

に
」の
方
が
や
や
大
げ
さ
な
表
現
と
な
る
と
同
時
に
、

唄
の
リ
ズ
ム
と
し
て
も
良
い
。 

「
洗
も
ん
せ
ば
」
は
、「
洗
ひ
」
＋[

申(

ま
う)

せ

ば/mauseba]

の
母
音
［au

］
を
、 [
オ
ー/ɔ:]

と
発

音
す
る
現
象
（
開
音
）
の
た
め
、[

洗
ひ
申(

も
ー)

せ
ば/araimŌ:seba] 

(

註
：[

ヒ/hi]
は
、
ほ
ぼ 

 

[

イ/i]

と
発
音
さ
れ
る
た
め
、
便
宜
上[i]

と
書
く)

と
ま
ず
長
音
変
化
し
、同
時
に[arai]

の[ai]

が[e]

に
転
音
同
化
（
註
三
）
し
、［
洗/are/

あ
れ
］
と
発

音
さ
れ
る
。
更
に
調
子
を
取
る
た
め
に
「
洗(

あ
れ)

も
ー
せ
ば
」
か
ら
「
洗(

あ
れ)

も
ん
せ
ば
」
と
、
最

終
的
に
撥(

は
つ)

音
化
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
俚
言

の
特
徴
と
し
て
、
舌
や
唇
が
怠
け
る
結
果
、
語
を
引

き
伸
ば
し
た
り
（
長
音
化
）、 

詰
ま
っ
た
り
（
促
音

化
）、
撥
ね
た
り
（
撥
音
化
）
を
多
用
す
る
と
い
う
こ

と
が
あ
る
。 

 

④ 

き
れ
い
な
も
ん
ご
わ
ん
さ
ー
（
ど
ー
） 

「
き
れ
い
な
も
ん
」
は
、「
清
潔
な
も
の
」。「
ご

わ
ん
さ
ー
」
は
、「
御
在
す
」「
御
座
す
」
に
、
強
意

を
示
す
終
助
詞
の
「
さ
」
を
つ
け
、
断
定
的
表
現
を

し
た
も
の
で
あ
る
。
文
頭
に
「
茶
碗
な
ん
だ
」
と
き

た
か
ら
「
ご
わ
ん
さ
ー
」
と
「
断
定
」
の
文
末
に
な

っ
て
い
る
。
文
法
的
に
は
そ
う
で
あ
る
が
、
唄
の
性

質
上
は
、「
茶
碗
な
ん
だ
」
と
、
軽
く
冗
談
め
か
し
て

言
い
放
ち
、
そ
れ
の
結
果
と
し
て
、「
～
さ
ー
」
と
冗

漫
な
軽
味
を
添
え
る
文
末
を
持
っ
て
来
て
、
唄
を
リ

ズ
ミ
カ
ル
に
賑
や
か
に
し
て
い
る
。
唄
い
手
の
リ
ズ

ム
（
軽
快
か
そ
う
で
な
い
か
）
や
、
プ
ロ
ミ
ネ
ン
ス

（
ど
こ
を
強
く
唄
う
か
）
の
使
い
方
に
よ
り
、
如
何
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様
に
も
唄
う
こ
と
が
で
き
る
が
、「
ち
ゃ
わ
ん
む
し
の

う
た
」
は
、
本
来
「
抗
議
」「
言
い
訳
」
し
た
い
と
こ

ろ
を
、
軽
く
お
ど
け
た
調
子
で
唄
う
か
ら
こ
そ
面
白

い
の
だ
ろ
う
。
地
域
に
よ
っ
て
は
「
ご
わ
ん
ど
ー
」

と
い
う
と
こ
ろ
も
あ
る
。 

 

⑤ 

茶
碗
に
つ
い
た
虫
じ
ゃ
ろ
か
い 

（
そ
う
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
の
は
）
茶
碗
に
つ
い

た
虫
の
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
言
外
に
、「
う
ち
の
茶
碗

に
虫
が
つ
い
て
い
る
と
で
も
言
う
の
？
」
の
意
味
が

匂
う
。 

 

⑥ 

め
ご
な
ど
け
あ
る
く
虫
じ
ゃ
ろ
か
い 

「
め
ご
」
は
「
籠
」。「
け
歩
く
」
は
、「
歩
く
」

に
卑
罵
の
接
頭
語
「
け
」
を
付
け
た
形
で
あ
る
。
歩

く
主
体
で
あ
る
「
虫
」
の
こ
と
を
、
卑
小
で
蔑
す
べ

き
も
の
と
し
て
扱
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
卑
罵
の

接
頭
語
「
け
」
の
例
と
し
て
、「
け
死
ん
」、「
け
枯
る

っ
」、「
け
忘
る
っ
」、「
け
だ
れ
た
」
＝
「
疲
れ
た
」

（
鹿
児
島
弁
辞
典
サ
イ
ト  

「
お
ん
じ
ょ
ど
い
の
小

屋
」
か
ら
）
な
ど
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
失
望
と
忌
々

し
い
感
情
が
伴
う
動
作
で
あ
る
。 

又
、
こ
こ
で
も
、「
籠
な
ど
」
と
、
接
尾
語
を
付

け
て
い
る
が
、「
籠
」
と
断
定
す
る
の
を
あ
え
て
避
け

、
ぼ
か
し
て
、「（
そ
れ
と
も
虫
が
い
た
の
は
）
籠
の

方
と
か
？
」
と
、
と
ぼ
け
た
軽
い
疑
問
を
内
包
し
て

お
り
、
そ
れ
と
な
く
相
手
を
お
ち
ょ
く
っ
た
感
じ
に

な
る
。こ
の
よ
う
な
言
外
の
意
味
を
わ
か
る
こ
と
が
、

こ
の
唄
の
真
の
面
白
さ
を
わ
か
る
こ
と
で
あ
る
。 

 

⑦ 

ま
こ
て
げ
ん
ね
こ
っ
じ
ゃ 

わ
っ
は
っ
は 

こ
の
部
分
は
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
に
は
な
か
っ
た
と
い

う
こ
と
だ
が
、
伝
承
さ
れ
る
う
ち
自
然
に
く
っ
つ
い

て
き
た
も
の
だ
そ
う
だ
。「
ま
こ
て
」
は
、「
ま
こ
と

に
」「
本
当
に
」。「
げ
ん
ね
」
は
元
は
、「
験
無
く
あ

る
」
で
、「
げ
ん
な
か
」
か
ら
「
げ
ん
ね
」
と
転
訛
し
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た
形
。「
恥
ず
か
し
い
」
の
意
味
。
従
っ
て
、「
ま
こ

と
に
恥
ず
か
し
い
（
面
目
な
い
）
こ
と
で
す
よ
」
と

な
る
。「
げ
ん
な
か
」
は
、
一
般
に
「
恥
ず
か
し
い
」

と
訳
し
て
い
る
が
、
共
通
語
の
「
恥
ず
か
し
い
」
よ

り
も
意
味
が
多
く
深
い
。「
き
ま
り
が
悪
い
」「
気
兼

ね
で
あ
る
」「
申
し
訳
な
い
」「
恥
だ
」「
面
目
な
い
」

「
面
映
ゆ
い
」
な
ど
、
い
ろ
ん
な
意
味
で
使
え
る
。

こ
の
言
葉
に
は
、
案
外
謙
虚
な
鹿
児
島
県
人
の
気
風

が
反
映
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。 

「
茶
わ
ん
虫
の
う
た
」
は
、
最
近
、
発
祥
の
地
で

あ
る
霧
島
市
隼
人
に
お
い
て
、
踊
り
を
つ
け
て
全
国

的
に
売
り
出
そ
う
と
す
る
運
動
が
始
ま
っ
て
い
る 

（
二
〇
一
四
年
七
月
二
十
五
日
付
南
日
本
新
聞
）。又

、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
「
み
ん
な
の
う
た
」
で
も
、
二
拍
子
に

編
曲
さ
れ
て
賑
や
か
な
上
に
も
賑
や
か
に
リ
メ
イ
ク

さ
れ
メ
ジ
ャ
ー
デ
ビ
ュ
ー
し
た
（
註
四
）。
テ
ン
ポ
の

良
さ
と
い
い
、
内
容
の
面
白
さ
と
い
い
、
全
国
的
に

広
ま
る
と
、
世
の
中
を
明
る
く
し
て
く
れ
る
こ
と
請

け
合
い
だ
。 

 

実
は
、
現
在
住
ん
で
い
る
奈
良
で
、
思
い
が
け
な

く
こ
の
唄
と
出
会
っ
た
こ
と
が
あ
る
。 

二
〇
〇
六
年
か
ら
二
〇
〇
七
年
に
か
け
て
、
自
宅

近
く
に
あ
る
特
別
養
護
老
人
福
祉
施
設
「
か
が
や
き

の
苑
」
で
対
話
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
し
て
い
た
と
き
で

あ
る
。
私
が
担
当
し
た
フ
ロ
ア
ー
に
は
、
鹿
児
島
出

身
の
方
が
、
今
思
い
出
す
だ
け
で
三
名
い
ら
っ
し
ゃ

り
、
す
べ
て
女
性
で
あ
っ
た
。
一
フ
ロ
ア
ー
二
十
名

く
ら
い
の
入
所
者
の
中
で
三
名
と
い
う
の
は
、奈
良
、

大
阪
、
京
都
出
身
以
外
で
は
、
割
合
的
に
鹿
児
島
出

身
者
が
最
も
多
か
っ
た
。
こ
ち
ら
に
子
供
さ
ん
た
ち

が
い
て
、
親
御
さ
ん
を
自
分
の
住
ま
い
の
近
く
に
置

く
都
合
上
、
親
御
さ
ん
た
ち
は
、
は
る
ば
る
と
鹿
児

島
か
ら
こ
の
地
に
移
動
し
て
来
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の

で
あ
る
。
ど
な
た
も
認
知
が
あ
る
が
、
鹿
児
島
の
ア

ク
セ
ン
ト
は
そ
の
ま
ま
で
あ
り
、
そ
の
方
々
と
話
す
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と
き
は
、
私
も
鹿
児
島
の
ア
ク
セ
ン
ト
で
話
し
た
。

あ
る
お
正
月
を
前
に
し
て
の
お
楽
し
み
会
の
時
間
だ

っ
た
。
大
方
は
消
極
的
な
顔
の
輪
に
な
っ
た
集
団
の

中
か
ら
、突
如
小
柄
な
お
ば
あ
さ
ん
が
立
ち
上
が
り
、

大
き
な
声
で
唄
い
出
し
た
。 

「
ん
ー
だ
も
こ
ー
ら 

い
ー
け
な
も
ん
じ
ゃ
・
・

・
・
」 

突
然
の
こ
と
に
私
は
驚
い
た
。
数
十
年
間
頭
に
浮

か
ぶ
こ
と
も
な
か
っ
た
「
茶
わ
ん
虫
の
う
た
」
が
、

目
の
前
で
朗
々
と
展
開
さ
れ
て
い
る
の
だ
っ
た
。
驚

く
と
共
に
、
な
ぜ
か
少
し
気
恥
ず
か
し
か
っ
た
。
実

は
こ
の
方
は
目
が
ご
不
自
由
だ
っ
た
が
、
ま
こ
と
に

大
き
な
声
で
堂
々
と
唄
い
終
わ
っ
た
。
私
も
つ
い
途

中
か
ら
手
拍
子
を
取
っ
て
唱
和
し
た
。
不
意
に
、
熱

い
も
の
が
喉
を
上
っ
て
き
た
。
私
が
自
己
紹
介
で
、

「
鹿
児
島
出
身
で
す
」
と
言
っ
た
こ
と
に
対
し
て
、

当
然
の
よ
う
に
、
そ
の
お
ば
あ
さ
ん
に
「
茶
わ
ん
虫

の
う
た
」
が
蘇
っ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。 

「
鹿
児
島
県
人
な
ら
、
唄(

う
と)

が
な
っ
ど
が
」

（
唄
え
る
は
ず
だ
）
と
、
彼
女
は
や
や
厳
し
い
声
で

言
っ
た
。
私
は
入
所
者
と
一
緒
に
唄
う
こ
と
は
好
き

で
あ
っ
た
が
、
歌
詞
を
忘
れ
た
り
し
て
い
て
皆
さ
ん

積
極
的
で
は
な
い
。
そ
れ
で
、
つ
い
、
幼
稚
園
の
先

生
の
よ
う
に
声
を
張
り
上
げ
、
入
所
者
を
リ
ー
ド
す

る
態
度
が
出
る
。
そ
こ
に
い
さ
さ
か
の
苛
立
ち
も
感

じ
て
お
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
大
方
の

唄
を
忘
れ
て
い
て
、
唯
一
努
力
し
な
い
で
唄
え
る
の

が
こ
の
唄
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
に
し
て

も
、
い
か
に
も
鹿
児
島
の
女
性
ら
し
い
、
り
り
し
い

態
度
で
あ
っ
た
。
私
は
自
然
と
立
ち
上
が
っ
て
彼
女

の
隣
に
行
き
、
一
緒
に
も
う
一
回
「
茶
わ
ん
虫
の
う

た
」
を
唄
い
出
し
た
の
だ
っ
た
が
、
す
ぐ
に
む
せ
ぶ

ほ
ど
に
な
り
、
声
に
な
ら
な
く
な
っ
た
。
こ
ん
な
に

遠
い
場
所
で
、
偶
然
の
出
会
い
で
あ
る
私
た
ち
が 

「
茶
わ
ん
虫
の
う
た
」
一
つ
で
、
ま
る
で
百
年
の
知

己
の
よ
う
に
つ
な
が
っ
た
こ
と
が
、
思
い
が
け
な
い
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感
情
の
発
露
と
し
て
深
い
と
こ
ろ
か
ら
せ
り
上
が
っ

て
き
た
。 

故
郷
に
あ
っ
て
も
異
郷
に
あ
っ
て
も
、「
茶
わ
ん

虫
の
う
た
」
は
人
と
人
を
一
瞬
に
し
て
つ
な
ぐ
温
か

く
明
る
い
唄
で
あ
る
。 

（
二
〇
一
五
年
刊
『
朱
い
ち
ゃ
ん
ち
ゃ
ん
こ
』
掲

載
作
品
に
加
筆
修
正
を
加
え
た
も
の
） 

（
エ
ッ
セ
イ
ス
ト
） 

 
 
 

註
一
：[unudati]

の[ti]

は
、
そ
こ
に
特
に
ア
ク
セ
ン
ト
が
な

い
場
合
、
無
声
子
音/t/

と
口
の
開
き
が
狭
い
母
音/i/

で

で
き
て
い
る
の
で
、
語
末
に
く
る
と
鹿
児
島
方
言
で
は
無

声
化
（
音
を
出
さ
な
い
）
し
や
す
い
。
多
く
は
「
旅
立
ち

」
→
「
た
び
だ
っ
」、「
夕
立
」
→
「
ゆ
う
だ
っ
」
と
い
う

風
に
「
っ
」
に
転
訛
さ
れ
て
い
る
。 

 

註
二
：
鹿
児
島
で
は
、/n/ /m/

の
鼻
音
が
最
後
に
来
る
と
き
は

、〔
Ｎ
〕
に
な
り
が
ち
で
あ
る
。[

海
／umi]

→
「
ウ
ン
」、

[

犬
／inu]

→
「
イ
ン
」、 

[

い
け
な
／ikena]

→
「
イ
ケ

ン
」
、[

噛
む
／kamu]

→
「
カ
ン
」
、[

食
べ
も
の
／

tabemono]

→
「
タ
ベ
モ
ン
」
の
如
し
。 

 

註
三
：
あ
る
音
が
前
後
の
音
の
影
響
を
受
け
別
の
音
に
な
る
こ

と
。
こ
こ
で
は
隣
り
合
う
「
洗
い
／arai

」
の
［ai

］
が

別
の
音
声
［e

］
に
変
化
し
て
い
る
。
こ
れ
を
相
互
同
化

と
言
う
。
例
と
し
て
、[

大 

根
／dai kon]

→
「
デ
コ
ン

」、 
[

灰
／ha i]

→
「
ヘ
」、[

貝
／ka i]

→ 

「
ケ
」
等
。[

蠅
／ha e]

→
「
ヘ
」
は
後
ろ
の
［e

］
に

引
か
れ
て
［he

］
と
同
化
し
た
も
の
な
の
で
、
後
退
同
化

と
い
う
言
い
方
を
す
る
。 

 

註
四
：「
茶
わ
ん
む
し
の
ク
ン
ビ
ア
」SAKAKI MANGO 

＆ LIMBA  

TRAIN  SOUND 
 


