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序 

  

蒲
原
有
明
（
本
名 

隼
雄
）
は
、
明
治
八
年
三
月
十
五
日
に
、
東
京
市
麹
町
（
現 

千
代
田
区
）
隼

町
に
生
ま
れ
た
。
こ
の
隼
雄
の
名
は
、
町
名
に
因
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
父
忠
蔵
は
、
肥
前
国
（
佐
賀
県
）

杵
島
郡
の
南
氏
の
出
で
あ
る
が
、
士
族
蒲
原
家
の
株
を
買
収
し
て
、
蒲
原
姓
を
名
乗
る
こ
と
と
な
っ
た
。

明
治
維
新
の
際
に
東
京
に
移
住
し
、
一
時
官
職
に
就
い
た
こ
と
も
あ
る
が
、
引
退
後
は
郷
里
に
暮
ら
し

て
い
た
。
ま
た
、
蒲
原
有
明
の
戸
籍
上
の
出
生
は
明
治
九
年
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
事
実
に
相

違
し
て
お
り
、
実
際
は
明
治
八
年
の
こ
と
で
あ
る
。 

 

有
明
が
十
九
歳
の
時
に
、
第
一
高
等
中
学
校
の
入
学
試
験
を
受
け
る
も
の
の
、
不
合
格
と
な
っ
て
し

ま
う
。
そ
の
後
、
国
民
英
学
会
に
入
り
、
英
学
者
か
ら
英
語
、
英
文
学
の
講
義
を
受
け
る
。
有
明
が
後

年
、D

.G
.

ロ
セ
ッ
テ
ィ
に
傾
倒
す
る
の
も
、
こ
の
頃
の
影
響
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

そ
の
二
年
後
、
有
明
が
二
十
一
の
春
、
徴
兵
検
査
を
受
け
る
た
め
に
、
本
籍
地
で
あ
る
九
州
へ
赴
き
、

こ
こ
か
ら
三
年
ほ
ど
九
州
に
滞
在
す
る
。
そ
の
間
、
九
州
を
巡
遊
す
る
と
同
時
に
、『
古
事
記
』『
風
土

記
』
『
万
葉
集
』
な
ど
の
古
典
に
親
し
む
。
こ
の
九
州
滞
在
中
の
経
験
が
、
後
に
有
明
が
詩
作
の
際
に

詩
句
を
古
語
に
ま
で
求
め
る
こ
と
の
基
盤
を
成
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
『
風
土
記
』
は
バ
ラ
ッ
ド

詩
作
の
際
に
典
拠
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
指
摘
し
て
お
き
た
い
。 

 

こ
の
九
州
滞
在
を
終
え
て
東
京
へ
と
帰
っ
た
翌
年
、
明
治
三
十
一
年
、
読
売
新
聞
の
募
集
に
応
じ
て

発
表
し
た
小
説
「
大
慈
悲
」
が
一
等
に
入
選
し
、
読
売
新
聞
紙
上
に
掲
載
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
紀
行
文

な
ど
を
発
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
次
第
に
詩
作
へ
と
活
動
を
移
し
、
明
治
三
十
五
年
一
月
に
、
処

女
詩
集
『
草
わ
か
ば
』
を
新
声
社
か
ら
刊
行
す
る
。 

こ
の
『
草
わ
か
ば
』
は
、
象
徴
詩
人
と
し
て
評
さ
れ
る
有
明
の
作
で
あ
り
な
が
ら
、
ま
だ
浪
漫
的
な

抒
情
詩
と
し
て
の
性
質
を
色
濃
く
持
っ
た
詩
集
で
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
、
こ
の
『
草
わ
か
ば
』
は
出
版

後
、
島
崎
藤
村
へ
と
贈
ら
れ
、
賛
辞
を
受
け
て
い
る
。
そ
の
翌
年
五
月
、
第
二
詩
集
『
独
絃
哀
歌
』
を

白
鳩
社
か
ら
刊
行
す
る
。
こ
こ
か
ら
い
よ
い
よ
、
有
明
の
詩
形
革
新
へ
の
取
り
組
み
が
始
ま
っ
て
い
く
。

詩
集
の
タ
イ
ト
ル
か
ら
取
ら
れ
た
「
独
絃
調
ソ
ネ
ッ
ト
」
と
い
う
四
七
六
の
十
四
行
詩
が
、
そ
の
代
表

と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
有
明
は
こ
の
四
七
六
と
い
う
特
異
な
調
べ
を
賛
美
歌
集
の
中
か
ら
見
付
け
た
と
、

後
に
語
っ
て
お
り
、
そ
の
箇
所
も
松
村
緑
氏
の
『
蒲
原
有
明
論
考
』
の
中
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
う

し
た
詩
形
革
新
の
試
み
を
続
け
な
が
ら
、
明
治
三
十
八
年
七
月
に
、
第
三
詩
集
と
な
る
『
春
鳥
集
』
を

本
郷
書
院
か
ら
刊
行
す
る
。
こ
の
『
春
鳥
集
』
に
掲
げ
ら
れ
た
自
序
が
、
有
明
の
詩
に
対
す
る
意
識
の

凝
縮
し
た
も
の
と
し
て
、
注
目
を
集
め
る
こ
と
と
な
り
、
象
徴
詩
宣
言
と
し
て
見
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

上
田
敏
の
手
に
よ
る
有
名
な
訳
詩
集
『
海
潮
音
』
が
刊
行
さ
れ
る
の
が
、
同
じ
年
の
十
月
の
こ
と
で
あ

る
の
で
、
有
明
の
『
春
鳥
集
』
自
序
は
、
こ
の
『
海
潮
音
』
に
先
駆
け
る
形
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
注

目
に
値
す
る
出
来
事
で
あ
ろ
う
。 

こ
の
『
春
鳥
集
』
が
刊
行
さ
れ
た
当
時
は
、
詩
壇
の
有
明
に
対
す
る
評
価
も
好
意
的
な
も
の
で
あ
っ

た
。
特
に
、
『
帝
國
文
学
』
に
掲
載
さ
れ
た
、
櫻
井
天
壇
に
よ
る
一
連
の
同
時
代
評
は
、
有
明
詩
に
お

け
る
詩
想
に
留
ま
ら
ず
、
有
明
が
苦
心
し
た
そ
の
調
べ
に
ま
で
踏
み
込
ん
で
、
好
意
的
な
批
評
を
行
っ
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て
い
る
。
こ
う
し
た
有
明
を
取
り
巻
く
風
潮
が
一
変
す
る
の
が
、
蒲
原
有
明
の
代
表
詩
集
と
も
、
集
大

成
と
も
言
う
べ
き
『
有
明
集
』
刊
行
前
後
な
の
で
あ
る
。 

『
有
明
集
』
は
明
治
四
十
一
年
一
月
に
、
易
風
社
か
ら
刊
行
さ
れ
る
。
し
か
し
、
時
代
の
流
れ
は
文

語
定
型
詩
を
脱
す
る
方
向
へ
と
移
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
第
二
詩
集
『
独
絃
哀
歌
』
か
ら
続
く
詩
形
革

新
の
努
力
は
、
ソ
ネ
ッ
ト
で
言
え
ば
七
五
七
・
五
七
五
交
互
調
と
い
う
詩
形
へ
と
辿
り
着
き
、
一
つ
の

達
成
を
示
そ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
『
有
明
集
』
へ
と
向
け
ら
れ
る
目
は
冷
た
く
、
厳
し

い
も
の
で
あ
っ
た
。
中
で
も
『
早
稲
田
文
学
』
陣
営
を
中
心
と
す
る
、
自
然
主
義
的
な
考
え
を
詩
壇
に

要
求
す
る
島
村
抱
月
と
相
馬
御
風
両
氏
の
批
評
は
、
特
に
痛
烈
な
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
更
に

折
悪
く
、
先
に
挙
げ
た
上
田
敏
は
外
遊
中
、
櫻
井
天
壇
は
批
評
の
場
を
小
説
へ
と
移
し
て
い
た
こ
と
な

ど
が
重
な
り
、
有
明
擁
護
の
声
は
あ
が
る
こ
と
な
く
、
有
明
の
時
代
は
幕
を
閉
じ
る
と
言
っ
て
も
過
言

で
は
な
い
。
こ
の
後
に
も
、
『
有
明
詩
集
』
を
大
正
十
一
年
の
六
月
に
ア
ル
ス
か
ら
刊
行
す
る
の
で
あ

る
が
、『
有
明
集
』
の
高
み
ま
で
再
び
到
達
す
る
こ
と
は
な
い
よ
う
に
見
え
る
。 

処
女
詩
集
が
刊
行
さ
れ
て
か
ら
六
年
間
、
詩
形
革
新
の
試
み
を
始
め
た
第
二
詩
集
か
ら
数
え
て
五
年

間
、
有
明
は
己
の
詩
形
と
詩
想
と
の
純
化
、
深
化
を
目
指
し
、
詩
作
へ
と
取
り
組
ん
で
き
た
。
順
風
だ

っ
た
そ
の
試
み
が
、
最
後
の
最
後
に
手
の
平
を
返
さ
れ
た
よ
う
に
、
痛
烈
な
批
判
を
浴
び
る
こ
と
に
な

る
。
し
か
も
、
そ
の
詩
集
が
蒲
原
有
明
の
代
表
詩
集
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
文
学
史
上

に
お
い
て
も
稀
有
な
事
例
で
あ
ろ
う
。
不
運
と
も
不
遇
と
も
言
え
る
こ
の
蒲
原
有
明
の
足
跡
を
辿
り
、

『
有
明
集
』
で
示
し
た
有
明
の
境
地
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
探
っ
て
み
た
い
。
そ
の
き
っ
か
け

と
し
て
、
ま
ず
は
有
明
の
バ
ラ
ッ
ド
に
注
目
す
る
こ
と
に
す
る
。
有
明
の
バ
ラ
ッ
ド
は
ソ
ネ
ッ
ト
と
異

な
り
、
多
く
の
注
目
を
集
め
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
有
明
が
詩
で
は
な
く
、
「
大
慈
悲
」
と

い
う
小
説
で
デ
ビ
ュ
ー
し
て
い
る
点
か
ら
も
、
ま
た
、
自
ら
の
バ
ラ
ッ
ド
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
評

論
を
雑
誌
に
掲
載
し
て
い
る
点
か
ら
考
え
て
、
バ
ラ
ッ
ド
と
い
う
試
み
は
、
有
明
に
と
っ
て
大
き
な
意

味
を
有
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
バ
ラ
ッ
ド
の
試
み
も
、
奇
し
く
も
と
い
う
べ
き
か
、

や
は
り
と
い
う
べ
き
か
、
第
二
詩
集
『
独
絃
哀
歌
』
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。 
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第
一
章 

有
明
詩
の
バ
ラ
ッ
ド
試
行 

   

蒲
原
有
明
は
、『
春
鳥
集
』（
明
治
三
八
・
七
）
の
自
序
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

  
 

詩
形
の
研
究
は
或
は
世
の
非
議
を
免
か
れ
ざ
ら
む
。
既
に
自
然
及
人
生
に
對
す
る
感
觸
結
想
に
於

て
曩
日
と
異
る
も
の
あ
ら
ば
、
そ
が
表
現
に
新
な
る
方
式
を
要
す
る
は
必
然
の
勢
な
る
べ
し
。 

 

こ
の
言
葉
の
通
り
、
有
明
は
、
様
々
な
調
べ
を
試
み
て
詩
作
を
行
っ
て
き
た
。
こ
の
こ
と
は
、
松
村
緑

氏
の
『
蒲
原
有
明
論
考
』
（
昭
和
四
〇
・
三
）
に
詳
し
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
で
こ
こ
で
は
詳
し
く
紹

介
は
し
な
い
が
、
詩
形
の
試
み
の
中
に
、
有
明
自
身
が
苦
心
し
て
作
り
上
げ
た
詩
形
に
、『
独
絃
哀
歌
』

（
明
治
三
六
・
五
）
に
始
ま
る
、
独
絃
調
ソ
ネ
ッ
ト
と
呼
ば
れ
る
詩
形
が
あ
る
。
こ
の
試
み
は
『
独
絃

哀
歌
』
に
お
け
る
有
明
の
試
み
の
一
つ
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
が
、
こ
の
『
独
絃
哀
歌
』
に
は
別
の

試
み
も
あ
る
。
そ
れ
が
、
バ
ラ
ッ
ド
の
試
み
で
あ
る
。 

バ
ラ
ッ
ド
は
、
伝
説
や
古
い
物
語
に
取
材
し
た
、
物
語
調
の
詩
で
あ
る
。
そ
の
特
徴
と
し
て
は
、
以

下
の
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。 

 

・
伝
説
や
古
い
物
語
に
取
材
し
て
い
る
こ
と 

・
同
一
詩
形
の
連
か
ら
な
る
定
型
詩
で
あ
る
こ
と 

・
押
韻
を
用
い
る
こ
と 

・
リ
フ
レ
イ
ン
を
用
い
る
こ
と 

・
登
場
人
物
の
台
詞
が
あ
る
こ
と 

 

『
独
絃
哀
歌
』
に
は
、
「
佐
太
大
神
」
と
「
新
鶯
曲
」
と
い
う
二
篇
の
バ
ラ
ッ
ド
が
収
め
ら
れ
て
い

る
。
ど
ち
ら
も
有
明
が
『
出
雲
風
土
記
』
に
取
材
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、『
有
明
詩
集
』（
大
正
十

一
・
六
）
の
自
註
で
語
っ
て
い
る
。
ま
た
、
二
篇
と
も
本
文
の
前
に
は
取
材
し
た
『
出
雲
風
土
記
』
の

本
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
処
女
詩
集
で
あ
る
『
草
わ
か
ば
』
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
、
バ
ラ
ッ
ド
と

い
う
試
み
が
『
独
絃
哀
歌
』
か
ら
始
ま
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
続
く
『
春
鳥
集
』
で
は
「
姫
が
曲
」、

『
有
明
集
』（
明
治
四
一
・
一
）
で
は
「
鐘
は
鳴
り
出
づ
」「
人
魚
の
海
」
と
、
そ
の
試
み
は
続
い
て
い

く
。
先
に
述
べ
た
独
絃
調
ソ
ネ
ッ
ト
は
、
『
春
鳥
集
』
を
最
後
に
見
ら
れ
な
く
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と

を
考
え
る
と
、
こ
の
バ
ラ
ッ
ド
の
試
み
は
息
の
長
い
試
み
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
独
絃
調
ソ
ネ

ッ
ト
の
み
で
な
く
、
『
有
明
集
』
所
収
の
「
豹
の
血 

小
曲
八
篇
」
と
い
う
七
五
七
・
五
七
五
交
互
調

ソ
ネ
ッ
ト
ま
で
考
え
る
と
、
ソ
ネ
ッ
ト
の
試
み
と
バ
ラ
ッ
ド
の
試
み
は
、
時
期
を
完
全
に
同
じ
く
し
て

い
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
れ
だ
け
有
明
の
バ
ラ
ッ
ド
に
対
す
る
意
識
が
強
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。 

 

ま
た
、
有
明
は
、
自
分
の
考
え
る
バ
ラ
ッ
ド
が
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
の
か
直
接
は
語
っ
て
い
な
い

が
、
「
日
本
詩
の
發
達
せ
ざ
る
原
因
」
（『
新
潮
』
明
治
四
十
・
一
）
の
中
で
次
の
よ
う
な
こ
と
を
語
っ
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て
い
る
。 

 

・
西
鶴
の
『
武
道
伝
来
記
』
に
取
材
し
た
バ
ラ
ッ
ド
を
作
っ
て
い
る 

・
日
本
語
に
は
代
名
詞
が
少
な
く
、
名
前
で
呼
ぶ
と
、
詩
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い 

・
日
本
語
で
、
率
直
で
力
強
く
、
重
々
し
く
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
は
難
し
い 

・
日
本
語
で
は
韻
を
踏
む
こ
と
が
難
し
い 

  

一
点
目
の
、
有
明
の
言
う
、
西
鶴
に
取
材
し
た
バ
ラ
ッ
ド
と
い
う
の
は
、
『
有
明
集
』
所
収
の
「
人

魚
の
海
」
の
こ
と
で
あ
る
。 

 

二
点
目
の
代
名
詞
に
つ
い
て
は
、「
西
洋
で
は
人
代
名
詞
に
し
て
も
、H

e
.sh

e

と
い
ふ
簡
潔
で
而
か

も
十
分
の
意
味
を
有
す
る
言
葉
が
あ
る
が
、
日
本
語
で
は
な
か

〱
さ
う
で
な
い
。
例
へ
ば
茲
に
問
答

を
寫
す
と
し
て
も
、
西
洋
で
な
ら
ば
「
彼
が
云
つ
た
」
「
彼
女
が
云
つ
た
」
で
す
む
處
を
、
日
本
語
で

す
る
と
「
何
々
が
云
つ
た
」
と
、
ど
う
し
て
も
其
の
名
前
を
書
く
よ
り
外
は
な
い
。
散
文
で
な
ら
ば
少

し
も
差
支
へ
ま
せ
ん
が
、
詩
で
は
ど
う
も
可
け
ま
せ
ん
。
殊
に
日
本
人
の
名
前
と
來
る
と
、
詩
に
相
應

は
ぬ
も
の
が
多
い
。
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
詩
句
と
し
て
相
応
し
く
な
い
日
本
語
の
名
前
に
代

わ
る
、
代
名
詞
が
乏
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。 

こ
の
「
日
本
語
の
發
達
せ
ざ
る
原
因
」
が
発
表
さ
れ
た
の
は
、
明
治
四
十
年
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、

ち
ょ
う
ど
『
春
鳥
集
』
と
『
有
明
集
』
と
の
間
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
有
明
が
『
独
絃
哀
歌
』『
春

鳥
集
』
と
バ
ラ
ッ
ド
を
試
み
、
そ
し
て
『
有
明
集
』
の
作
を
詩
作
し
て
い
た
時
の
感
想
と
言
え
る
。 

 

こ
こ
か
ら
、
有
明
の
考
え
る
バ
ラ
ッ
ド
の
重
要
な
点
を
推
し
量
る
と
、 

 

・
伝
説
や
、
古
い
物
語
に
取
材
し
て
い
る
こ
と 

・
飾
り
気
が
な
く
、
率
直
な
表
現
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と 

・
押
韻
を
用
い
る
こ
と 

 

と
い
っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。 

 

有
明
は
、
日
本
語
で
バ
ラ
ッ
ド
を
書
く
こ
と
に
先
の
よ
う
な
問
題
が
あ
る
こ
と
を
意
識
し
な
が
ら
も
、

バ
ラ
ッ
ド
を
書
こ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
有
明
に
と
っ
て
、
バ
ラ
ッ
ド
を
書
く
と
い
う
こ
と
は
、

重
要
な
試
み
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。 

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
有
明
の
バ
ラ
ッ
ド
に
つ
い
て
、
有
明
の
ソ
ネ
ッ
ト
ほ
ど
は
あ
ま
り
注
目

さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
ま
で
の
有
明
の
バ
ラ
ッ
ド
に
対
す
る
研
究
の
主
だ
っ
た
も
の
と
し
て

は
、
矢
野
峰
人
氏
の
『
蒲
原
有
明
研
究
』（
昭
和
二
三
・
四
）
松
村
緑
氏
の
「
蒲
原
有
明
の
バ
ラ
ッ
ド
」

（『
東
京
女
子
大
学
附
属
比
較
文
化
研
究
所
紀
要
』
五 

昭
和
三
三
・
五
）
、
渋
沢
孝
輔
氏
の
「
蒲
原
有

明
論
」
（
昭
和
五
五
・
八
）
、
佐
藤
伸
宏
氏
の
「
日
本
近
代
象
徴
詩
の
研
究
」
（
平
成
一
七
・
一
〇
）
が

挙
げ
ら
れ
る
。
主
な
内
容
と
し
て
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。 
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○
矢
野
峰
人
『
蒲
原
有
明
研
究
』（
昭
和
二
三
・
四
） 

 

ソ
ネ
ッ
ト
に
関
し
て
は
二
篇
取
り
上
げ
て
解
釈
を
加
え
て
い
る
が
、
バ
ラ
ッ
ド
に
つ
い
て
は
行
わ
れ

て
い
な
い
。
ま
た
、
バ
ラ
ッ
ド
に
関
す
る
章
立
て
も
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
有
明
の
バ
ラ
ッ
ド
が
西

洋
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。 

  
 

彼
が
バ
ラ
ッ
ド
か
ら
學
ん
だ
も
の
は
單
に
疊
句
の
み
で
は
な
か
つ
た
。
彼
は
、
「
シ
ス
タ
ー
・
ヘ

レ
ン
」
や
「
エ
デ
ン
の
樹
蔭
」
等
に
倣
つ
て
、
全
篇
を
對
話
を
以
て
貫
く
手
法
を
も
試
み
た
。『
春

鳥
集
』
の
「
鏽
斧
」『
有
明
集
』
の
「
鐘
は
鳴
り
出
づ
」
等
は
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
、「
人
魚
の

海
」
の
中
に
も
、
時
々
こ
れ
を
利
用
し
て
居
る
。 

 

○
松
村
緑
「
蒲
原
有
明
の
バ
ラ
ッ
ド
」（『
東
京
女
子
大
学
附
属
比
較
文
化
研
究
所
紀
要
』
五 

昭
和
三

三
・
五
） 

 

バ
ラ
ッ
ド
と
い
う
項
目
で
ま
と
め
た
最
初
の
研
究
で
あ
る
。 

  
 

有
明
の
ロ
セ
ッ
テ
ィ
か
ら
学
ん
だ
詩
体
は
ソ
ネ
ッ
ト
の
み
で
は
な
い
。
有
明
の
全
詩
業
を
通
観
す

る
と
彼
は
早
く
か
ら
物
語
詩
風
に
興
味
を
寄
せ
て
ゐ
た
ら
し
い
形
跡
が
あ
り
、
一
度
ロ
セ
ッ
テ
ィ

の
バ
ラ
ッ
ド
に
接
し
て
こ
れ
を
摂
取
す
る
や
、
は
つ
き
り
と
し
た
意
図
の
下
に
バ
ラ
ッ
ド
試
作
を

は
じ
め
て
ゐ
る
こ
と
が
看
取
せ
ら
れ
る
。
そ
し
て
遂
に
は
「
姫
が
曲
」
「
人
魚
の
海
」
等
の
珠
玉

の
如
き
作
品
を
残
す
に
至
つ
た
の
で
、
こ
の
方
面
の
詩
業
に
つ
い
て
も
一
応
の
探
求
を
試
み
て
置

き
た
い
と
思
ふ
の
で
あ
る
。 

 

と
、
バ
ラ
ッ
ド
を
注
目
す
べ
き
作
と
し
て
い
る
。
内
容
と
し
て
は
、
主
に
典
拠
に
つ
い
て
、
有
明
の
作

と
影
響
を
受
け
た
西
洋
の
作
と
の
比
較
、
調
べ
と
リ
フ
レ
イ
ン
に
つ
い
て
の
三
点
を
主
軸
と
し
て
、
有

明
の
バ
ラ
ッ
ド
を
読
み
解
い
て
い
る
。 

 

○
渋
沢
孝
輔
『
蒲
原
有
明
論
』（
昭
和
五
五
・
八
） 

 

矢
野
氏
同
様
に
、
バ
ラ
ッ
ド
に
関
す
る
章
立
て
は
な
い
。「
日
本
詩
の
發
達
せ
ざ
る
原
因
」（
『
新
聲
』

明
治
四
〇
・
一
）
を
引
用
し
、
「
バ
ラ
ッ
ド
に
寄
せ
る
有
明
の
抱
負
が
う
か
が
わ
れ
て
興
味
深
い
」
と

し
、「
人
魚
の
海
」
を
「
有
明
最
高
の
バ
ラ
ッ
ド
と
も
い
う
べ
き
」
と
評
し
て
い
る
。「
人
魚
の
海
」
に

対
し
て
は
、 

  
 

読
後
の
不
思
議
な
印
象
は
ス
ト
ー
リ
ー
の
せ
い
な
ど
で
は
な
く
、
疑
い
も
な
く
こ
の
海
の
う
え
の

霧
や
、
夕
日
や
、
波
の
騒
乱
と
い
っ
た
、
宇
宙
的
な
物
質
そ
の
も
の
が
演
じ
て
い
る
ド
ラ
マ
か
ら

く
る
も
の
に
ち
が
い
な
い
。 

 

と
述
べ
、「
水
」
と
い
う
有
明
の
特
徴
的
な
素
材
に
注
目
し
た
言
及
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、「
水
」



 

7 

 

の
用
い
ら
れ
る
ソ
ネ
ッ
ト
な
ど
と
も
並
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
バ
ラ
ッ
ド
の
特
徴
、
性
質
と
い
っ
た
観

点
で
研
究
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。 

 

○
佐
藤
伸
宏
『
日
本
近
代
象
徴
詩
の
研
究
』（
平
成
一
七
・
一
〇
） 

 

有
明
の
バ
ラ
ッ
ド
試
行
に
注
目
し
、
中
で
も
「
人
魚
の
海
」
を
取
り
上
げ
で
考
察
を
行
っ
て
い
る
。

「
老
の
水
手
」
の
「
ま
さ
め
」
と
「
人
魚
」
の
言
っ
た
「
幻
の
界
」
と
の
関
係
に
注
目
し
、 

  
 

人
間
と
自
然
、
生
と
死
、
可
見
と
不
可
見
、
或
い
は
現
実
と
夢
、
精
神
と
肉
体
な
ど
、
様
々
の
両

極
的
な
関
係
に
よ
っ
て
作
品
世
界
の
全
体
が
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
中
で
、

「
幻
」
と
は
結
局
、
そ
れ
ら
全
て
の
包
摂
を
果
た
す
も
の
と
捉
え
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。（
中
略
）「
幻
の
界
」
と
は
、
そ
う
し
た
二
元
的
対
立
や
矛
盾
の
一
切
を
包
含
し
、
統
合

す
る
世
界
の
謂
に
他
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

と
「
幻
の
界
」
で
あ
ら
ゆ
る
対
立
す
る
両
極
が
統
合
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
の
「
幻
の
界
ぞ

真
な
る
」
と
い
う
言
葉
が
、
「
有
明
の
象
徴
主
義
の
理
念
と
通
底
す
る
意
味
を
担
う
も
の
」
と
述
べ
て

い
る
。 

 

い
ず
れ
も
典
拠
と
の
関
係
や
、
描
き
出
さ
れ
る
詩
的
世
界
の
解
明
と
い
っ
た
こ
と
に
重
点
が
置
か
れ
、

ソ
ネ
ッ
ト
に
対
す
る
バ
ラ
ッ
ド
、
バ
ラ
ッ
ド
独
自
の
特
徴
と
い
っ
た
観
点
は
看
過
さ
れ
て
き
た
と
言
え

る
。
ソ
ネ
ッ
ト
と
同
時
期
に
試
み
ら
れ
た
、
ソ
ネ
ッ
ト
と
異
な
る
特
徴
を
有
す
る
バ
ラ
ッ
ド
と
い
う
意

識
を
念
頭
に
お
い
て
、
バ
ラ
ッ
ド
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
見
落
と
さ
れ
て
き
た
バ
ラ
ッ
ド

で
の
有
明
の
動
機
、
意
図
、
目
論
見
が
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

有
明
の
バ
ラ
ッ
ド
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
問
題
に
し
た
い
点
は
、
ソ
ネ
ッ
ト
と
バ
ラ
ッ
ド
と
い
う
、
形

式
を
全
然
異
に
す
る
作
品
群
の
詩
作
が
、
同
時
期
に
進
め
ら
れ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
形
式
の
面
で
大

き
く
異
な
る
ソ
ネ
ッ
ト
と
バ
ラ
ッ
ド
は
、
同
じ
詩
作
活
動
と
い
っ
て
も
、
全
く
方
向
性
の
異
な
っ
た
活

動
の
よ
う
に
見
え
る
。
そ
の
た
め
、
有
明
は
バ
ラ
ッ
ド
の
詩
作
に
あ
た
っ
て
、
ソ
ネ
ッ
ト
と
は
異
な
る
、

何
ら
か
の
明
瞭
な
意
図
、
目
論
見
を
も
っ
て
取
り
組
ん
で
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
う
考
え
る
と
、

こ
れ
ま
で
ソ
ネ
ッ
ト
ほ
ど
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
バ
ラ
ッ
ド
は
、
十
分
に
注
目
に
値
す
る
作
品
群
で

あ
る
と
言
え
る
。
そ
こ
で
本
章
で
は
、
有
明
の
ソ
ネ
ッ
ト
と
は
異
な
る
特
徴
を
有
す
る
と
い
う
側
面
に

注
目
し
、
ソ
ネ
ッ
ト
と
は
異
な
る
創
作
動
機
、
意
図
、
目
論
見
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
そ
う
だ
と

す
れ
ば
そ
れ
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。 

 

そ
こ
で
、
ま
ず
は
、
考
察
す
べ
き
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
『
独
絃
哀
歌
』
に
収
め
ら
れ
た

二
篇
の
バ
ラ
ッ
ド
、「
佐
太
大
神
」「
新
鶯
曲
」
を
取
り
上
げ
、
韻
律
の
面
と
、
典
拠
と
詩
の
世
界
の
関

係
、
ソ
ネ
ッ
ト
と
の
違
い
に
注
目
し
、
問
題
点
の
明
確
化
を
は
か
る
。 

 

一 

韻
律
の
問
題
、
典
拠
と
詩
の
世
界
の
関
係
、
バ
ラ
ッ
ド
の
特
徴 
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ま
ず
は
、
有
明
が
発
表
し
た
最
初
の
バ
ラ
ッ
ド
で
あ
る
「
佐
太
大
神
」
を
見
て
み
た
い
。 

「
佐
太
大
神
」
は
、
『
出
雲
風
土
記
』
の
加
賀
神
崎
（
か
か
の
か
ん
ざ
き
）
に
取
材
し
た
も
の
で
あ

る
。
有
明
が
本
文
の
前
に
掲
載
し
て
い
る
『
出
雲
風
土
記
』
の
本
文
の
内
容
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ

る
。 加

賀
神
崎
に
窟
が
あ
り
、
そ
こ
は
所
謂
「
佐
太
大
神
」
が
産
れ
た
場
所
で
あ
る
。
出
産
の
際
に
、
弓

箭
が
亡
く
な
る
。
そ
の
時
、
佐
太
大
神
の
母
親
で
あ
る
「
枳
佐
加
比
比
賣
（
き
さ
か
ひ
ひ
め
）」
（「
き

さ
か
ひ
」
は
赤
貝
の
こ
と
）
が
、
「
生
ま
れ
て
く
る
吾
が
子
が
、
「
麻
須
羅
神
の
御
子
（
男
の
子
）
」
で

あ
る
な
ら
ば
、
亡
く
な
っ
た
弓
箭
よ
出
て
来
い
」
と
祈
る
。
す
る
と
、
角
の
「
弓
箭
」
が
水
に
流
れ
て

現
れ
る
。
し
か
し
、「
枳
佐
加
比
比
賣
」
は
、「
こ
れ
は
吾
が
弓
箭
で
は
な
い
」
と
言
い
、
角
の
弓
箭
を

投
げ
捨
て
る
。
ま
た
、
金
の
弓
箭
が
流
れ
て
現
れ
る
。
「
枳
佐
加
比
比
賣
」
は
、
こ
の
金
の
弓
箭
を
手

に
取
り
、「
闇
鬱
き
窟
な
る
か
も
」
と
言
い
、
窟
の
壁
を
射
通
す
。「
枳
佐
加
比
比
賣
」
の
社
が
こ
こ
に

鎮
座
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
窟
の
辺
り
を
行
く
時
に
は
、
今
で
も
必
ず
声
を
こ
だ
ま
し
て
進
む
。
も
し
、

こ
っ
そ
り
と
行
く
と
、
神
が
現
れ
て
突
風
が
起
こ
り
、
船
は
必
ず
転
覆
し
て
し
ま
う
。 

 

こ
の
記
述
の
内
、
有
明
の
「
佐
太
大
神
」
は
「
枳
佐
加
比
比
賣
」
が
「
佐
太
大
神
」
を
出
産
す
る
際

に
窟
で
歎
い
て
い
る
所
か
ら
始
ま
り
、
金
の
弓
箭
で
窟
の
壁
を
射
通
す
ま
で
が
描
か
れ
て
い
る
。
典
拠

と
異
な
り
、
金
の
弓
箭
で
窟
の
壁
を
射
通
す
の
は
、「
枳
佐
加
比
比
賣
」
で
は
な
く
、「
佐
太
大
神
」
と

な
っ
て
い
る
所
が
、
大
き
な
変
更
点
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。 

 

典
拠
と
詩
の
世
界
の
関
係
か
ら
考
え
て
み
る
と
、
先
に
述
べ
た
通
り
、
典
拠
で
は
「
枳
佐
加
比
比
賣
」

が
弓
箭
を
放
つ
の
で
あ
る
が
、
有
明
の
作
で
は
「
佐
太
大
神
」
が
弓
箭
を
放
つ
こ
と
と
な
る
。
そ
の
部

分
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。 

  
 

嗚
呼
天あ

め

の
御
裔

み

す

ゑ

の
御
子

み

こ

大
神

お
ほ
が
み

、 

（
九
六
） 

 
 

こ
の
時
浪
間
よ
り
流
れ
い
で
け
る 

（
九
七
） 

 
 

黄
金

こ

が

ね

生
弓

い
く
ゆ
み

た
か
く
手
握

た

に

ぎ

り
持
た
し
、 

（
十
七
） 

 
 

か
が
や
く
黄
金

こ

が

ね

御
征
矢

み

そ

や

弓
筈

ゆ

は

づ

に
つ
が
ひ
、 

（
十
七
） 

 
 

窟
戸

い
は
や
ど

に
た
た
し
て
、

― 

（
九
） 

 
 
 
 
 
 

『
暗
き
か
も
、
暗
き
か
も
、 

（
五
五
） 

 
 
 
 
 
 
 

嗚
呼
暗
き
か
も
こ
の
窟
。』 

（
七
五
） 

  
 

こ
こ
ろ
歡
び
ぬ
れ
ば
枳
佐
加
比
比
賣
、 

（
十
六
） 
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吾
御
子

あ

が

み

こ

讃ほ

む
る
時
弓
絃

ゆ

づ

る

響
き
て
、 

（
九
七
） 

 
 

征
矢
射
通

い

と

ほ

し
ゆ
け
ば
天あ

め

の
香か

あ
ふ
れ
、 

（
九
七
） 

 
 

大
海

お
ほ
う
み

華
の
ご
と
飜

ひ
る
が

へ
り
け
り
。 

（
九
七
） 

 
 

さ
て
御
聲

み

こ

ゑ

さ
は
や
か
に
、 
（
十
） 

 
 
 
 
 
 

『
光
あ
れ
荒
磯
邊
、 
（
五
五
） 

 
 
 
 
 
 
 

佐
太
大
神

さ

だ
の

お
ほ
か

み

わ
れ
た
て
り
。』 
（
七
五
）（
第
八
‐
九
連
） 

※
（ 

）
内
は
各
行
の
音
数
を
示
し
た
。 

 

と
な
っ
て
い
る
。
窟
の
壁
を
射
通
す
主
体
を
、「
枳
佐
加
比
比
賣
」
か
ら
、「
佐
太
大
神
」
に
変
更
す
る

こ
と
で
、
典
拠
と
比
較
し
て
、「
麻
須
羅
神
の
御
子
」
で
あ
る
、「
佐
太
大
神
」
の
力
強
さ
が
強
く
表
現

さ
れ
て
い
る
。「
佐
太
大
神
」
の
題
名
の
通
り
、「
佐
太
大
神
」
を
賛
美
す
る
と
い
う
内
容
が
、
典
拠
か

ら
の
変
更
点
に
よ
り
、
効
果
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
神
の
賛
美
と
い
う

段
階
に
と
ど
ま
り
、
有
明
独
自
の
世
界
を
描
く
に
は
至
っ
て
い
な
い
こ
と
も
指
摘
で
き
る
。 

 

次
に
、
韻
律
に
つ
い
て
目
を
向
け
て
み
る
と
、
「
佐
太
大
神
」
は
、
先
の
引
用
部
で
示
し
た
通
り
、

九
七
を
基
調
と
し
た
四
行
に
、「『
暗
き
か
も
、
暗
き
か
も
、
／
嗚
呼
暗
き
か
も
こ
の
窟
。
』
」
の
リ
フ
レ

イ
ン
が
付
く
と
い
う
六
行
を
一
連
と
し
、
全
八
連
か
ら
な
る
。 

 

こ
こ
で
は
、
韻
律
の
乱
れ
、
リ
フ
レ
イ
ン
、
代
名
詞
に
注
目
し
て
み
た
い
。 

 

ま
ず
韻
律
の
乱
れ
で
あ
る
が
、
先
の
引
用
部
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
九
七
の
調
べ
を
基
調

と
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
十
七
と
音
数
が
乱
れ
て
い
る
部
分
が
あ
る
。
伝
統
的
な
調
べ
で
あ
る
、
五

音
、
七
音
か
ら
離
れ
た
九
音
と
い
う
調
べ
を
用
い
な
が
ら
、
更
に
そ
の
九
音
が
、
乱
れ
て
十
音
に
な
っ

て
い
る
部
分
が
存
在
す
る
の
は
、
調
べ
に
安
定
感
が
な
い
と
感
じ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。 

 

次
に
リ
フ
レ
イ
ン
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、
第
一
連
か
ら
第
八
連
ま
で
は
『
暗
き
か
も
、
暗
き
か
も
、

／
嗚
呼
暗
き
か
も
こ
の
窟
。
』
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
『
出
雲
風
土
記
』
の
中
の
、
「
闇
鬱

窟
哉
」
か
ら
創
出
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
リ
フ
レ
イ
ン
は
、
連
の
内
容
と
そ
ぐ
わ
な
い
部

分
も
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
第
六
連
で
は
、 

  
 

嗚
呼
生
れ
ま
し
に
け
る
佐
太
の
御
神
、 

 
 

猛た
け

く
か
た
き
光
は
海
に
か
が
や
き
、 

 
 

浪
よ
り
あ
ら
は
れ
し
角つ

の

の
弓
箭
の 
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『
こ
は
わ
が
も
の
な
ら
じ
去い

ね
よ
、』
と
詔の

ら
す 

 
 

御
聲

み

こ

ゑ

は
く
も
り
な
く
、

― 
 
 
 
 
 
 

『
暗
き
か
も
、
暗
き
か
も
、 

 
 

 
 
 

 
 

嗚
呼
暗
き
か
も
こ
の
窟
。』 

 

と
な
っ
て
い
る
。
「
佐
太
大
神
」
が
生
ま
れ
た
喜
ば
し
い
場
面
で
あ
る
た
め
、
「
御
聲
は
く
も
り
な
く
」

と
な
っ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
声
の
内
容
は
歎
き
に
近
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
内
容
と
そ
ぐ

わ
ず
、
多
少
の
違
和
感
が
残
る
。
完
全
に
同
一
の
句
を
繰
り
返
す
た
め
に
、
内
容
の
展
開
と
そ
ぐ
わ
な

く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
先
に
挙
げ
た
第
九
連
で
は
、
音
数
の
み
を
残
し
、「『
光

あ
れ
荒
磯
邊
、
／
佐
太
大
神
わ
れ
た
て
り
。』」
と
言
葉
が
変
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
二
点
か
ら

考
え
て
、
「
佐
太
大
神
」
に
お
け
る
リ
フ
レ
イ
ン
は
、
作
品
全
体
に
大
き
な
効
果
を
も
た
ら
し
て
い
る

と
は
言
え
な
い
。 

 

ま
た
、
こ
の
作
で
は
代
名
詞
は
用
い
ら
れ
ず
、
固
有
名
詞
で
名
指
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
名
前

で
あ
る
「
枳
佐
加
比
比
賣
」
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
海
辺
の
「
窟
」
の
中
と
い
う
暗
く
湿
っ

た
舞
台
に
対
し
て
、
乾
い
た
音
で
あ
る
、
「
カ
」
「
キ
」
「
サ
」
の
音
が
含
ま
れ
る
「
枳
佐
加
比
比
賣
」

と
い
う
音
は
相
応
し
く
な
い
。
そ
れ
で
も
名
前
を
繰
り
返
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
有
明
が
先
に

指
摘
し
た
代
名
詞
の
問
題
か
ら
で
あ
ろ
う
。
繰
り
返
さ
れ
る
「
枳
佐
加
比
比
賣
」
は
、
音
色
効
果
を
挙

げ
て
い
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
「
枳
佐
加
比
比
賣
」
に
代
わ
る
言
葉
が
無
か
っ
た
た
め
、
繰
り
返
さ

れ
て
い
る
と
言
え
る
。 

 

こ
れ
ら
の
点
か
ら
、
「
佐
太
大
神
」
の
韻
律
は
、
同
一
詩
形
の
連
か
ら
な
る
定
型
詩
で
あ
る
こ
と
、

リ
フ
レ
イ
ン
を
用
い
る
こ
と
と
い
っ
た
、
バ
ラ
ッ
ド
の
特
徴
を
持
っ
た
韻
律
で
あ
る
と
言
え
る
が
、
効

果
的
で
安
定
し
た
韻
律
で
あ
る
と
は
言
え
ず
、
バ
ラ
ッ
ド
と
し
て
克
服
す
べ
き
問
題
を
抱
え
て
い
る
状

態
で
あ
る
と
言
え
る
。 

 

「
佐
太
大
神
」
は
、
バ
ラ
ッ
ド
の
特
徴
で
あ
る
、
伝
説
や
古
い
話
に
取
材
し
て
い
る
こ
と
、
同
一
詩

形
の
連
か
ら
な
る
定
型
詩
で
あ
る
こ
と
、
押
韻
、
リ
フ
レ
イ
ン
を
用
い
る
こ
と
、
台
詞
が
あ
る
こ
と
を

備
え
た
バ
ラ
ッ
ド
と
し
て
成
立
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
典
拠
と
詩
の
世
界
の
関
係
で

は
、
典
拠
と
の
変
更
点
か
ら
、
力
強
い
「
佐
太
大
神
」
賛
美
の
姿
勢
を
表
現
し
て
い
る
も
の
の
、
神
の

賛
美
に
と
ど
ま
り
、
有
明
独
自
の
世
界
を
描
く
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
ま
た
、
韻
律
も
、
効
果
的
で
安

定
し
た
韻
律
で
あ
る
と
は
言
え
ず
、
リ
フ
レ
イ
ン
に
も
問
題
が
残
っ
て
い
る
。 

 

次
に
、「
新
鶯
曲
」
を
見
て
み
た
い
。
こ
れ
も
「
佐
太
大
神
」
と
同
じ
く
、『
出
雲
風
土
記
』
に
取
材

し
た
も
の
で
あ
る
。
法
吉
（
ほ
ほ
き
）
の
郷
と
い
う
名
の
由
来
に
取
材
し
た
も
の
で
あ
り
、
『
独
絃
哀

歌
』
で
は
、
詩
の
本
文
の
前
に
、
『
出
雲
風
土
記
』
の
本
文
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
以
下

の
通
り
で
あ
る
。 

『
出
雲
風
土
記
』
の
内
容
は
、「
宇
武
加
比
比
賣
（
う
む
か
ひ
ひ
め
）
」（「
う
む
か
ひ
」
は
蛤
の
こ
と
）
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が
、
鴬
の
姿
と
な
っ
て
、
鎮
座
し
た
こ
と
か
ら
、
鳴
き
声
に
由
来
し
て
法
吉
と
い
う
、
と
い
っ
た
も
の

で
あ
る
。 

し
か
し
、
こ
の
「
新
鶯
曲
」
で
は
、「
う
ぐ
ひ
す
」
の
他
に
、「
海
の
精
」
が
登
場
す
る
。
こ
の
「
海

の
精
」
は
、
「
枳
佐
加
比
比
賣
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
「
宇
武
加
比
比
賣
」
と
「
枳
佐
加
比
比
賣
」

は
、
ど
ち
ら
も
「
神
魂
」
の
子
で
あ
り
、
姉
妹
関
係
に
あ
る
。
焼
け
た
石
を
受
け
止
め
た
「
大
国
主
命

（
お
ほ
く
に
ぬ
し
の
み
こ
と
）」
を
二
人
で
手
当
て
し
た
と
い
う
話
も
あ
る
。 

 

「
新
鶯
曲
」
は
、「
う
ぐ
ひ
す
」
に
姿
を
変
え
て
、
飛
ん
で
い
っ
て
し
ま
っ
た
姉
（
宇
武
加
比
比
賣
）

を
、「
水
の
精
」
で
あ
る
「
わ
れ
」（
枳
佐
加
比
比
賣
）
が
思
い
悲
し
む
と
い
う
内
容
と
な
っ
て
い
る
。 

 

ま
ず
、
典
拠
と
詩
の
世
界
と
の
関
係
に
目
を
向
け
て
み
る
。「
新
鶯
曲
」
で
は
、『
出
雲
風
土
記
』
の

該
当
部
分
を
な
ぞ
る
形
で
展
開
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
確
か
に
鴬
が
宿
っ
て
い
く
の
で
あ
る
が
、

該
当
部
分
に
は
登
場
し
な
い
「
わ
れ
」
を
登
場
さ
せ
、
更
に
「
わ
れ
」
か
ら
の
視
点
で
語
る
と
い
っ
た

点
は
、
『
出
雲
風
土
記
』
と
は
大
き
な
違
い
で
あ
る
。
人
々
が
「
わ
が
あ
ね
」
の
鳴
き
声
に
「
愁
ひ
痛

み
」（
第
五
連
）
も
忘
れ
て
い
る
な
か
、「
わ
れ
」
は
「
あ
ね
」
が
「
う
ぐ
ひ
す
」
に
姿
を
変
え
た
こ
と

を
歎
き
悲
し
む
。
片
方
の
喜
び
が
増
す
に
従
っ
て
、
他
方
の
悲
し
み
も
増
し
て
い
く
と
い
う
、
対
に
な

る
変
化
が
描
か
れ
て
い
る
。
末
尾
で
は
、 

  
 

わ
れ
は
朽
ち
ゆ
く
海
の
精
、 

 
 

な
げ
き
の
こ
ゑ
も
消
ゆ
る
ま
を
、 

 
 

い
よ
い
よ
春
に
時
め
き
て 

 
 

汝な

が
し
ら
べ
こ
そ
淸
か
ら
め
。（
第
十
連
） 

 

と
、「
朽
ち
ゆ
く
海
の
精
」
で
あ
る
「
わ
れ
」
の
姿
と
、「
春
」
を
迎
え
、
一
層
「
淸
」
く
鳴
き
わ
た
る

「
わ
が
あ
ね
」
と
の
姿
が
対
比
的
に
示
さ
れ
て
終
わ
る
。
鴬
の
鎮
座
と
い
う
、
喜
ば
し
い
出
来
事
に
取

材
し
つ
つ
も
、
そ
こ
に
あ
る
悲
し
み
に
も
目
を
向
け
る
と
い
う
、
有
明
の
独
自
性
が
語
り
手
の
視
点
を

変
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
現
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。 

次
に
、
こ
の
作
に
お
け
る
韻
律
の
面
を
見
て
み
よ
う
。 

 

「
新
鶯
曲
」
で
は
、 

  
 

わ
が
姉
う
ぐ
ひ
す
、
い
か
な
れ
ば 

（
八
五
） 

 
 

野
を
、
ま
た
谷
を
慕
ふ
身
と
、 

（
七
五
） 

 
 

鳥
に
姿
を
か
へ
に
け
む
、 

（
七
五
） 

 
 

綠
み
ど
り

は
匂
ふ
そ
の
つ
ば
さ
。 

（
七
五
）（
第
一
連
） 
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わ
れ
は
永
劫

と
こ
し
へ

海
の
精せ

い

、 

（
七
五
） 

 
 

き
の
ふ
の
む
つ
み
身
に
し
め
て
、 

（
七
五
） 

 
 

巖
群

い
わ
む
ら

渚
な
ぎ
さ

お
ほ
浪
の 

（
七
五
） 

 
 

み
だ
れ
に
胸
を
洗
は
む
か
。 

（
七
五
）（
第
二
連
） 

 
 

※
（ 

）
内
は
各
行
の
音
数
を
示
し
た
。 

 

と
い
う
よ
う
に
、
「
佐
太
大
神
」
と
は
異
な
る
詩
形
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
七
五
調
の
四
行
連
か
ら
な

り
、
脚
韻
で
は
な
く
、
「
わ
が
姉
」
と
「
わ
れ
」
と
が
繰
り
返
さ
れ
る
頭
韻
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
全

十
連
の
構
成
で
あ
る
た
め
、
「
わ
が
姉
」
と
「
わ
れ
」
と
の
繰
り
返
し
が
五
度
続
い
て
い
る
。
七
五
調

の
リ
ズ
ム
が
崩
れ
る
こ
と
な
く
続
い
て
い
く
た
め
、
韻
律
は
安
定
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
韻
律
は

安
定
し
て
い
る
も
の
の
、
バ
ラ
ッ
ド
で
あ
り
な
が
ら
、
台
詞
が
一
切
な
く
、
繰
り
返
さ
れ
る
語
も
「
佐

太
大
神
」
よ
り
少
な
く
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
リ
フ
レ
イ
ン
が
無
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
の

た
め
、
調
べ
は
安
定
し
、
よ
ど
み
な
く
流
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
バ
ラ
ッ
ド
の
色
が
薄
く
な
っ
て
い

る
と
言
え
よ
う
。 

 

ま
た
、
代
名
詞
の
問
題
に
目
を
む
け
る
と
、
こ
の
「
新
鶯
曲
」
は
固
有
名
詞
を
用
い
ら
れ
て
い
な
い

こ
と
が
分
か
る
。
先
に
述
べ
た
通
り
、「
わ
が
あ
ね
」
は
「
宇
武
加
比
比
賣
」
を
指
し
、「
わ
れ
」
は
第

六
連
の
「
き
の
ふ
ぞ
二
人
大
神
に
／
捧
げ
に
け
る
を
生
藥
、

―
」
と
い
う
内
容
か
ら
考
え
て
、
「
枳

佐
加
比
比
賣
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
ど
ち
ら
の
名
も
本
文
に
は
登
場
し
な
い
。
こ
の
二
者
を
「
う

ぐ
ひ
す
」
や
「
海
の
精
」
と
い
っ
た
、
代
名
詞
で
は
な
い
も
の
の
、
性
質
を
表
し
つ
つ
、
名
指
し
、
尚

且
つ
詩
に
よ
く
用
い
ら
れ
る
語
で
表
現
し
て
い
る
。
こ
う
す
る
こ
と
で
、
有
明
は
、
自
ら
の
指
摘
し
た

代
名
詞
の
問
題
を
解
決
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

「
新
鶯
曲
」
は
、
調
べ
が
安
定
し
、
頭
韻
を
用
い
る
こ
と
で
、
韻
律
が
大
き
く
安
定
し
た
。
更
に
、

「
う
ぐ
ひ
す
」
「
海
の
精
」
と
い
う
詩
句
に
よ
り
、
代
名
詞
の
問
題
を
解
決
し
て
い
る
。
ま
た
、
内
容

の
面
で
も
、
典
拠
で
あ
る
『
出
雲
風
土
記
』
の
内
容
に
と
ど
ま
ら
ず
、
有
明
の
独
自
性
が
認
め
ら
れ
る
。

し
か
し
、
台
詞
が
な
く
、
リ
フ
レ
イ
ン
が
無
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
、
バ
ラ
ッ
ド
と
し
て
の
色
が

薄
ら
い
で
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
も
指
摘
で
き
る
。 

 

『
独
絃
哀
歌
』
に
お
け
る
バ
ラ
ッ
ド
の
試
み
で
あ
る
、「
佐
太
大
神
」「
新
鶯
曲
」
は
、
こ
れ
ま
で
見

て
き
た
よ
う
に
、
韻
律
の
面
、
典
拠
と
詩
の
世
界
の
関
係
の
面
か
ら
考
え
て
、
一
つ
の
試
み
と
い
う
段

階
に
と
ど
ま
り
、
解
決
す
べ
き
問
題
を
抱
え
た
状
態
に
あ
る
と
言
え
る
。
こ
れ
ら
の
二
篇
か
ら
、
韻
律

と
リ
フ
レ
イ
ン
の
問
題
と
、
典
拠
を
素
材
と
し
つ
つ
如
何
に
独
自
性
の
あ
る
世
界
を
描
く
の
か
と
い
う

問
題
が
挙
げ
ら
れ
る
。
同
一
詩
形
の
連
の
中
で
、
ど
の
よ
う
に
押
韻
す
る
の
か
、
ま
た
、
押
韻
の
代
わ

り
に
リ
フ
レ
イ
ン
を
用
い
る
と
し
て
も
、
形
式
に
と
ど
ま
ら
ず
、
内
容
と
響
き
あ
う
効
果
的
な
リ
フ
レ

イ
ン
に
す
る
に
は
ど
う
す
る
の
か
と
い
う
韻
律
の
問
題
と
、
典
拠
の
内
容
を
な
ぞ
る
だ
け
で
な
く
、
典

拠
を
素
材
と
し
つ
つ
、
如
何
に
独
自
性
の
あ
る
詩
の
世
界
を
作
り
上
げ
る
か
と
い
う
、
典
拠
と
の
関
係
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の
問
題
と
が
、
解
決
す
べ
き
問
題
点
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。 

 

ま
た
、
有
明
が
指
摘
し
て
い
た
代
名
詞
の
問
題
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
「
佐
太
大
神
」
で
は
、
固
有

名
詞
を
用
い
る
こ
と
で
、
登
場
人
物
の
神
性
が
保
た
れ
た
も
の
の
、
「
窟
」
と
い
う
場
に
そ
ぐ
わ
な
い

乾
い
た
音
を
多
用
す
る
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
「
新
鶯
曲
」
で
は
、
「
わ
れ
」
「
わ
が
姉
」
と

い
う
よ
う
に
代
名
詞
を
用
い
る
こ
と
で
、
詩
句
と
し
て
一
般
的
な
も
の
と
な
っ
た
が
、
そ
の
反
面
神
性

は
薄
れ
た
と
言
え
よ
う
。
詩
の
主
体
に
よ
る
独
白
も
し
く
は
、
自
己
言
及
的
な
作
の
よ
う
に
、
登
場
人

物
が
一
人
で
あ
り
、「
わ
れ
」
と
い
う
詩
句
で
十
分
に
表
現
さ
れ
る
人
物
を
中
心
と
し
て
い
る
な
ら
ば
、

こ
う
し
た
問
題
は
起
こ
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
バ
ラ
ッ
ド
で
は
、
い
わ
ゆ
る
語
り
手
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
等

距
離
に
あ
る
、
同
列
の
登
場
人
物
が
複
数
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
こ
う
し
た
問
題
が
生
じ
て
い
る
。
現

に
有
明
の
ソ
ネ
ッ
ト
に
お
い
て
は
、
「
わ
れ
」
と
「
君
」
と
の
関
係
が
多
く
描
か
れ
て
い
る
た
め
、
こ

の
よ
う
な
問
題
は
生
じ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
詩
作
上
の
問
題
と
し
て
考
え
る
こ
と
も
必
要
で
あ
ろ
う

が
、
む
し
ろ
、
有
明
が
こ
う
し
た
問
題
を
把
握
し
た
上
で
、
あ
え
て
詩
作
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た

い
。
こ
の
代
名
詞
の
問
題
が
生
じ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
有
明
は
バ
ラ
ッ
ド
に
複
数
の
登
場
人
物
を

登
場
さ
せ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
ソ
ネ
ッ
ト
に
は
生
じ
な
い
問
題
を
お
か

し
て
ま
で
、
複
数
の
登
場
人
物
を
描
く
必
要
性
を
有
明
が
感
じ
て
い
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
バ
ラ
ッ
ド
を
考
え
る
上
で
、
複
数
の
登
場
人
物
が
存
在
す
る
こ
と
に
よ
る
効
果
に
つ
い
て
、
考
え

る
必
要
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。 

こ
う
し
た
点
を
念
頭
に
お
い
て
、
続
く
バ
ラ
ッ
ド
を
考
察
し
て
み
た
い
。
有
明
の
第
三
作
目
の
バ
ラ

ッ
ド
で
あ
る
、『
春
鳥
集
』
の
「
姫
が
曲
」
に
目
を
向
け
て
み
よ
う
。 

 

二 

日
と
水
の
一
体
化
と
い
う
不
可
能
な
希
求
と
登
場
人
物
の
齟
齬 

  

『
春
鳥
集
』
に
は
バ
ラ
ッ
ド
が
、「
姫
が
曲
」
一
篇
の
み
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
作
は
、『
有
明
詩

集
』
の
自
註
に
、「
英
國
の
宣
教
師
で
、
ギ
ル
と
い
ふ
人
の
書
い
た
「
南
太
平
洋
諸
島
の
神
話
及
歌
謠
」

中
の
「
泉
の
精
」
と
題
し
た
一
章
の
傳
説
を
素
材
と
し
た
も
の
で
あ
る
。｣

と
補
足
さ
れ
て
い
る
。『
春

鳥
集
』
に
お
い
て
も
、
本
文
の
前
に
同
様
の
記
述
と
、
典
拠
の
あ
ら
す
じ
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
以
下

に
『
春
鳥
集
』
の
記
述
を
引
用
す
る
。 

  
 

こ
の
曲
は
材
を
ギ
ル
氏
が
編
せ
る
「
南
太
平
洋
諸
島
の
神
話
及
歌
謠
」
中
、
「
泉
の
精
」
と
題
せ

る
一
章
に
採
れ
り
。
ラ
ロ
ト
ン
ガ
の
傳
説
な
り
。
泉
の
名
を
ヴ
ァ
イ
テ
ィ
ヒ
と
い
ふ
。
滿
月
の
後
、

こ
の
泉
よ
り
出
で
て
、
椰
樹
芭
蕉
の
葉
か
げ
に
遊
ぶ
水
精
の
女
あ
り
、
酋
長
ア
テ
ィ
、
一
夜
人
に

命
じ
て
禽
を
捕
ふ
る
が
如
く
し
て
、
こ
の
女
を
拉
し
來
ら
し
む
。
女
は
こ
れ
よ
り
懐
孕
せ
り
嘆
き

て
曰
く
、
「
腹
部
を
剖
き
て
子
を
出
し
、
お
の
が
亡
骸
を
ば
土
に
埋
め
よ
」
と
。
既
に
し
て
子
を

産
み
ぬ
。
ま
た
曰
く
、
「
人
界
に
て
一
子
を
設
く
る
時
、
水
國
の
母
は
悉
く
死
な
む
」
と
。
ア
テ

ィ
は
こ
の
後
、
女
の
手
を
執
り
て
、
共
に
泉
底
に
下
ら
む
と
し
て
え
せ
ず
。
と
こ
し
な
へ
に
水
精

の
女
と
わ
か
れ
ぬ
。 
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わ
が
こ
の
曲
は
南
國
の
王
の
水
精
の
女
と
共
に
泉
に
下
ら
む
と
す
る
を
、
未
だ
そ
の
女
の
子
を
産

ま
ぬ
前
、
臨
月
の
苦
悶
時
に
お
き
ぬ
。 

 

自
分
が
取
材
し
た
書
名
と
、
そ
の
あ
ら
す
じ
を
示
し
た
上
で
、
自
ら
の
「
姫
が
曲
」
と
典
拠
と
の
違
い

を
挙
げ
て
い
る
。 

 

「
姫
が
曲
」
の
内
容
は
、
身
重
の
「
水
の
精
」
で
あ
る
「
多
麻
姫
」
が
、
「
南
の
宮
」
で
あ
る
「
大

足
日
」
の
も
と
を
去
ろ
う
と
し
、
人
の
世
で
子
を
一
人
産
む
と
、
水
底
で
は
千
人
が
死
ぬ
と
い
う
、「
水

の
國
な
る
法
章
」
を
告
げ
る
。
そ
の
後
、
二
人
は
共
に
「
泉
」
へ
下
ろ
う
と
す
る
が
、「
大
足
日
」
は
、

「
水
に
は
慣
れ
ぬ
」
た
め
、
共
に
下
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
そ
し
て
、
二
人
は
別
れ
る
と
い
う
も
の
で

あ
る
。 

 

ま
ず
は
、
韻
律
の
問
題
か
ら
見
て
み
た
い
。
こ
こ
で
は
、
特
に
調
べ
と
、
リ
フ
レ
イ
ン
に
つ
い
て
注

目
す
る
。「
姫
が
曲
」
は
、 

  
 

『
何
處

い

づ

こ

へ
汝

い
ま
し

し
の
び
て
』
と
、 

（
七
五
） 

 
 

南
の
宮
の
大
足
日

お

ほ

た

る

ひ 

（
七
五
） 

 
 

ま
よ
ひ
、
な
げ
き
に
堪
へ
か
ね
て
、 

（
七
五
） 

 
 

多
麻
姫

た

ま

ひ

め

の
手
を
手
に
執と

ら
す
。 

（
七
五
） 

 
 

 

（
嗚
呼
う
た
か
た
や
、 

（
七
） 

 
 
 
 
 

惜
し
む
と
き
、
消
ゆ
る
と
き
。） 

（
五
五
）（
第
一
連
） 

 
 

※ 

（ 

）
内
は
各
行
の
音
数
を
示
し
た
。 

 

と
い
う
よ
う
に
、
七
五
調
で
歌
わ
れ
る
四
行
に
、
「
嗚
呼
う
た
か
た
や
、
／
五
五
」
と
い
う
リ
フ
レ
イ

ン
二
行
を
付
し
た
、
六
行
一
連
と
し
、
全
三
十
六
連
か
ら
な
る
。
七
五
の
調
べ
が
乱
れ
る
こ
と
な
く
続

き
、
リ
フ
レ
イ
ン
の
五
五
も
、
和
歌
の
結
び
の
よ
う
に
、
同
音
数
句
の
繰
り
返
し
で
あ
り
、
更
に
、
伝

統
的
な
形
式
で
あ
る
五
音
を
用
い
て
い
る
た
め
、
無
理
な
く
響
い
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
「
姫
が

曲
」
の
調
べ
は
非
常
に
安
定
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。 

次
に
、
リ
フ
レ
イ
ン
に
目
を
向
け
る
と
、
リ
フ
レ
イ
ン
に
も
工
夫
が
見
ら
れ
る
。
「
佐
太
大
神
」
の

よ
う
に
、
全
く
同
じ
言
葉
を
繰
り
返
す
の
で
は
な
く
、「
嗚
呼
う
た
か
た
や
、」
の
み
を
定
型
と
し
、
そ

れ
に
続
く
五
五
の
部
分
を
連
に
よ
っ
て
変
化
さ
せ
て
い
る
。
五
五
の
部
分
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
連
で
用
い

ら
れ
て
い
る
詩
句
を
用
い
て
、
対
句
的
に
作
ら
れ
て
い
る
の
で
、
脚
韻
と
し
て
の
効
果
も
見
ら
れ
る
。

こ
う
す
る
こ
と
で
、
「
佐
太
大
神
」
に
見
ら
れ
た
、
リ
フ
レ
イ
ン
と
連
の
内
容
と
の
不
和
が
解
消
さ
れ

て
い
る
。
更
に
、
繰
り
返
さ
れ
る
「
う
た
か
た
」
の
語
は
、
文
字
通
り
水
泡
を
想
起
さ
せ
、
「
泉
」
や

「
水
の
精
」
と
い
っ
た
詩
の
素
材
と
調
和
し
て
い
る
。
こ
の
「
う
た
か
た
」
は
、
二
人
が
「
泉
」
へ
と
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下
る
、
水
の
中
の
場
面
に
お
け
る 

  
 

そ
の
手
を
王
は
と
り
た
れ
ど
、 

 
 

泉
ゆ
ら
ゆ
ら
湧
き
上
り
、 

 
 

姫
が
胸
乳

む

な

ぢ

も
さ
な
が
ら
に 

 
 

く
だ
け
ち
り
敷
く
雲
母
雲

き

ら

ら

ぐ

も

。 

 
 

 

（
嗚
呼
う
た
か
た
や
、 

 
 
 
 
 

湧
き
の
ぼ
り
、
碎
け
ち
り
。）（
第
三
十
二
連
） 

 

と
い
う
、
美
し
い
「
姫
」
の
姿
の
形
容
と
と
も
に
、
二
人
が
共
に
暮
ら
す
と
い
う
、
叶
わ
ぬ
願
い
の
儚

さ
も
示
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、「
嗚
呼
う
た
か
た
や
、」
と
い
う
繰
り
返
し
は
、
素
材
の
上
で
の
調
和

と
、「
姫
が
曲
」
に
描
か
れ
る
、
叶
う
こ
と
な
き
願
い
の
儚
さ
と
を
全
篇
に
響
か
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
姫
が
曲
」
で
の
韻
律
は
、
『
独
絃
哀
歌
』
の
二
篇
の
バ
ラ
ッ
ド
と
比
較
し
て
、
非
常
に
安
定
し
た
も

の
に
な
っ
て
い
る
と
同
時
に
、
効
果
的
な
リ
フ
レ
イ
ン
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
。 

 

次
に
、
典
拠
と
詩
の
世
界
と
の
関
係
に
目
を
向
け
て
見
る
と
、
有
明
の
述
べ
た
典
拠
と
の
違
い
か
ら
、

二
人
が
共
に
暮
ら
す
と
い
う
願
い
が
強
調
さ
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
願
い
は
、「
南
の
宮
」
を
「
大
足
日
」

と
し
た
り
、「
日
に
榮
え
し
日
の
王
座
」（
第
十
六
連
）
と
し
た
り
、「
日
の
驕
樂
は
君
に
あ
れ
」（
第
三

十
五
連
）
と
し
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
大
足
日
」
と
い
う
日
と
、「
水
の
精
」
で
あ
る
「
多
麻
姫
」

の
水
と
が
一
体
と
な
る
願
い
と
し
て
描
か
れ
る
。
ギ
ル
氏
の
ま
と
め
た
伝
説
か
ら
、
日
と
水
が
一
体
と

な
る
と
い
う
、
不
可
能
な
希
求
へ
と
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
世
で
は
、
決
し
て
叶
う
こ
と
の

な
い
、
二
極
の
一
体
化
と
い
う
「
う
た
か
た
」
な
る
願
い
が
描
か
れ
る
。
典
拠
を
素
材
と
し
つ
つ
も
、

二
極
の
一
体
化
を
目
指
す
と
い
う
、
有
明
の
独
自
性
が
現
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
「
姫
が
曲
」
に

お
け
る
願
い
も
、
ま
さ
に
「
う
た
か
た
」
な
る
願
い
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
描
か
れ
て
い
る
世
界
と
の

関
係
か
ら
見
て
も
、
リ
フ
レ
イ
ン
の
効
果
は
非
常
に
大
き
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。 

 

次
に
、
登
場
人
物
に
つ
い
て
目
を
向
け
て
見
る
と
、
こ
の
「
姫
が
曲
」
は
二
人
の
登
場
人
物
か
ら
な

っ
て
い
る
。
当
然
「
大
足
日
」
と
「
多
麻
姫
」
で
あ
る
。
こ
の
二
人
は
、
互
い
に
共
に
暮
ら
す
こ
と
を

願
い
な
が
ら
も
、
各
々
の
立
場
の
違
い
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
叶
わ
な
い
と
い
う
齟
齬
を
抱
え
た
存
在
と

し
て
描
き
出
さ
れ
る
。
互
い
に
向
き
合
っ
て
は
い
て
も
、「
大
足
日
」
は
自
ら
の
住
む
地
上
の
世
界
に
、

「
多
麻
姫
」
は
故
郷
で
あ
る
「
水
の
國
」
を
思
っ
て
い
る
。
は
じ
め
か
ら
交
わ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ

る
。
そ
れ
が
決
定
的
に
な
る
の
は
、
お
互
い
の
身
体
構
造
の
違
い
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
大
足
日
」
の

体
が
、
「
水
に
慣
れ
ぬ
」
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
地
上
を
捨
て
て
「
水
の

國
」
へ
向
か
う
と
い
う
、
「
大
足
日
」
の
一
大
決
心
も
、
あ
っ
け
な
く
散
っ
て
し
ま
う
。
こ
こ
で
際
立

っ
て
い
る
の
は
、
同
列
の
登
場
人
物
で
あ
る
二
者
の
齟
齬
、
相
違
点
、
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て

は
、
ふ
と
「
新
鶯
曲
」
が
浮
か
ぶ
。
地
上
で
の
喜
び
が
増
す
に
従
っ
て
、「
水
の
精
」
で
あ
る
「
わ
れ
」
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の
悲
し
み
が
増
し
て
い
く
と
い
う
点
が
、
こ
の
「
姫
が
曲
」
に
お
け
る
「
大
足
日
」
と
「
多
麻
姫
」
と

の
齟
齬
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
新
鶯
曲
」
で
は
「
わ
れ
」
の
側

の
み
が
描
か
れ
、
「
わ
が
姉
」
の
立
場
に
つ
い
て
は
描
か
れ
る
こ
と
が
な
い
の
で
、
二
者
の
齟
齬
が
起

こ
っ
て
い
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
推
測
の
域
を
出
な
い
。
そ
れ
が
、
こ
の
「
姫
が
曲
」

に
お
い
て
、
「
大
足
日
」
と
「
多
麻
姫
」
に
よ
っ
て
、
よ
り
鮮
明
な
形
と
な
っ
て
現
れ
て
き
た
と
言
え

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
登
場
人
物
が
一
人
で
あ
る
、
独
白
な
ど
の
形
式
を
取
る
も
の
で
は
、
自
己

矛
盾
と
い
う
形
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
ろ
う
が
、
同
列
の
登
場
人
物
が
複
数
存
在
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
彼
ら
の
間
に
は
自
然
な
形
で
、
乗
り
越
え
が
た
い
も
の
と
し
て
の
齟
齬
、
相
違
が
生
じ
て
く
る
。

こ
こ
で
は
神
話
内
の
人
物
と
い
う
一
見
現
実
離
れ
し
た
存
在
同
士
に
よ
る
も
の
が
描
か
れ
て
い
た
。
更

に
、
一
方
は
地
上
の
王
で
あ
り
、
他
方
は
「
水
の
精
」
で
あ
る
た
め
、
存
在
が
乖
離
し
て
い
る
こ
と
は

明
白
で
あ
っ
た
が
、
続
く
有
明
の
バ
ラ
ッ
ド
で
は
更
に
現
実
生
活
に
近
づ
き
、
齟
齬
を
引
き
起
こ
す
人

物
が
、
神
や
、
神
性
を
帯
び
た
存
在
か
ら
、
人
間
へ
と
変
わ
っ
て
く
る
。 

 

『
春
鳥
集
』
の
バ
ラ
ッ
ド
で
あ
る
「
姫
が
曲
」
は
、
韻
律
の
上
で
も
、
典
拠
と
の
関
係
の
上
で
も
、

『
独
絃
哀
歌
』
の
二
篇
の
バ
ラ
ッ
ド
よ
り
も
、
発
展
し
、
よ
り
完
成
さ
れ
た
様
相
を
示
し
て
い
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
こ
の
世
で
は
叶
う
こ
と
の
な
い
願
い
と
い
う
の
で
は
、
こ
の
「
姫
が
曲
」
に
救
い
は
な

い
。
悲
し
み
だ
け
強
調
さ
れ
て
終
わ
る
こ
と
と
な
り
、
こ
れ
以
上
の
発
展
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の

日
と
水
と
の
一
体
化
と
い
う
、
二
極
の
一
体
化
を
望
む
願
い
は
、
ど
の
よ
う
な
方
法
に
よ
る
救
い
が
あ

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
姫
が
曲
」
で
は
、
詩
形
の
安
定
と
、
効
果
的
な
韻
律
と
、
独
自
性
の
あ
る
世
界

の
描
写
と
い
う
発
展
が
見
ら
れ
た
が
、
詩
想
の
面
で
、
一
つ
の
行
き
詰
ま
り
を
呈
し
て
い
る
こ
と
は
、

問
題
と
し
て
残
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
続
く
『
有
明
集
』
に
お
け
る
バ
ラ
ッ
ド
で
は
、
二
極
の
一

体
化
を
実
現
さ
せ
る
た
め
に
、
ど
の
よ
う
な
方
法
を
取
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
続
く
作
に
お
い

て
、
登
場
人
物
同
士
の
齟
齬
、
相
違
と
い
う
点
は
、
ど
う
い
っ
た
形
を
取
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で

あ
ろ
う
か
。『
有
明
集
』
の
二
篇
の
バ
ラ
ッ
ド
「
鐘
は
鳴
り
出
づ
」「
人
魚
の
海
」
か
ら
、
こ
の
点
に
つ

い
て
考
え
て
み
た
い
。 

 

三 

重
ね
あ
わ
さ
れ
た
世
界 

  

二
で
述
べ
た
よ
う
に
、
日
と
水
の
二
極
の
一
体
化
を
望
み
、
そ
の
願
い
を
描
き
な
が
ら
、
可
能
性
が

全
く
示
唆
さ
れ
る
こ
と
な
く
「
姫
が
曲
」
が
終
わ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
願
い
に
対
す
る
試
み
を
、

有
明
は
『
有
明
集
』
の
バ
ラ
ッ
ド
で
続
け
て
い
く
。
こ
こ
で
は
、
二
極
の
一
体
化
の
可
能
性
に
つ
い
て

注
目
し
、
考
察
し
て
い
き
た
い
。
ま
ず
は
、『
有
明
集
』
の
バ
ラ
ッ
ド
の
内
、「
鐘
は
鳴
り
出
づ
」
に
つ

い
て
、
見
て
い
き
た
い
。 

 

「
鐘
は
鳴
り
出
づ
」
は
、『
有
明
詩
集
』
の
自
註
に
よ
れ
ば
、「
明
治
六
年
十
二
月
に
三
縁
山
增
上
寺

が
炎
上
し
た
。
（
中
略
）
わ
た
く
し
は
老
父
か
ら
增
上
寺
が
燒
け
落
ち
る
光
景
を
度
々
聞
か
さ
れ
て
、

耳
に
熟
し
て
ゐ
た
。
そ
れ
が
こ
の
詩
の
素
材
と
な
つ
た
の
で
あ
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
通
り
、
「
伽
藍
」

が
火
事
で
焼
け
る
様
子
を
見
る
父
母
と
そ
の
娘
の
会
話
が
中
心
と
な
っ
て
展
開
し
て
い
る
。
素
材
が
、
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增
上
寺
の
火
事
と
い
う
大
雑
把
な
も
の
で
あ
る
た
め
、
こ
の
三
者
の
会
話
の
詳
細
は
、
有
明
の
手
に
よ

る
も
の
と
言
え
よ
う
。 

 

ま
ず
は
韻
律
に
注
目
し
て
み
る
と
、 

  
 

『
火ひ

は
い
づ
こ
ぞ
』
と
女め

の
童

わ
ら
は

、

― 

（
七
五
） 

 
 

『
見み

よ
、
伽
藍

が

ら

ん

ぞ
』
と
子こ

の
母は

ゝ

は
、

― 

（
七
五
） 

 
 

父ち
ゝ

は
『
い
ぶ
か
し
、
こ
の
夜よ

に
』
と
。 

（
七
五
） 

 
 

 
 

（
鐘か

ね

は
鳴な

り
出い

づ
、
梵
音

ぼ
ん
お
ん

に
、

― 
（
七
五
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

紅
蓮

ぐ

れ

ん

の
ひ
び
き
。） 

（
七
）（
第
一
連
） 

 
 

※ 

（ 

）
内
は
各
行
の
音
数
を
示
し
た
。 

 

と
い
う
よ
う
に
、
こ
れ
も
七
五
調
を
基
調
と
し
、
三
行
の
後
ろ
に
、（ 

）
で
く
く
ら
れ
て
、「
鐘
は
（
四
）、

梵
音
に
、

―
／
（
七
）」
と
い
う
リ
フ
レ
イ
ン
を
付
し
た
、
六
行
を
一
連
と
し
、
全
十
連
か
ら
な
る
。

こ
こ
で
の
リ
フ
レ
イ
ン
も
、
「
鐘
は
」
と
「
梵
音
に
、

―
」
を
定
型
と
し
つ
つ
、
四
音
と
七
音
の
句

を
変
化
さ
せ
る
こ
と
で
、
「
姫
が
曲
」
と
同
様
の
、
一
部
を
定
型
と
す
る
リ
フ
レ
イ
ン
形
式
を
と
っ
て

い
る
。
七
五
調
が
乱
れ
る
こ
と
な
く
続
き
、
リ
フ
レ
イ
ン
も
変
化
す
る
こ
と
で
、
連
に
ふ
さ
わ
し
い
も

の
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
「
姫
が
曲
」
同
様
に
、
韻
律
は
非
情
に
安
定
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ

う
し
て
、
詩
形
が
充
実
し
て
き
た
た
め
、
内
容
、
詩
想
の
面
に
発
展
が
見
ら
れ
る
。 

 

そ
れ
で
は
、「
鐘
は
鳴
り
出
づ
」
で
描
か
れ
て
い
る
詩
の
世
界
に
目
を
向
け
て
見
よ
う
。「
鐘
は
鳴
り

出
づ
」
は
、
父
母
と
そ
の
娘
の
会
話
が
中
心
と
な
っ
て
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
注
目
し
た

い
の
は
、
登
場
人
物
の
、
「
父
」
「
母
」
と
「
女
の
童
」
と
の
間
に
あ
る
、
ズ
レ
で
あ
る
。
「
姫
が
曲
」

の
「
大
足
日
」
と
「
多
麻
姫
」
と
の
関
係
と
は
少
し
異
な
る
の
で
あ
る
が
、
登
場
人
物
同
士
が
齟
齬
を

起
こ
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
相
違
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
ズ
レ
は
、
同
じ
火
事
を
眼
に

し
な
が
ら
行
わ
れ
る
会
話
に
よ
っ
て
、
見
え
て
く
る
。
例
え
ば
、 

  
 

『
焰

ほ
の
ほ

は
流な

が

れ
、
火ひ

は
湧わ

き
ぬ
、 

 
 

 

あ
あ
鳩は

と

の
巣す

』
と
女め

の
童

わ
ら
は

、

― 

 
 

 

父ち
ゝ

は
『
燒や

く
る
か
、
人ひ

と

の
巣す

』
と
。 
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（
鐘か

ね

は
ふ
る
へ
ぬ
、
梵
音

ぼ
ん
お
ん

に
、

― 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

壞
劫

ゑ

ご

ふ

の
な
や
み
。）（
第
五
連
） 

  
 

『
母は

ゝ

よ
、
明
日

あ

す

よ
り
い
づ
こ
に
て 

 
 

 

あ
そ
ば
む
』
と
、
ま
た
女め

の
童

わ
ら
は

、

― 

 
 

 

母は
ゝ

は
『
猛
火

み
や
う
く
わ

も
沈し

づ

み
ぬ
』
と
。 

 
 

 
 

（
鐘か

ね

は
殘の

こ

り
ぬ
、
梵
音

ぼ
ん
お
ん

に
、

― 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

欲
流

よ

く

る

の
し
め
り
。）（
第
九
連
） 

  
 

『
父ち

ゝ

よ
、
わ
が
鳩は

と

燒や

け
失う

せ
ぬ
、 

 
 
 

火ひ

こ
そ
嫉ね

た

め
』
と
女め

の
童

わ
ら
は

、

― 

 
 

 

父ち
ゝ

は
『
遁の

が

れ
ぬ
、
後あ

と

追お

へ
』
と
。 

 
 

 
 

（
鐘か

ね

は
に
ほ
ひ
ぬ
、
梵
音

ぼ
ん
お
ん

に
、

― 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出
離

し
ゆ
つ
り

の
も
た
し
。）（
第
十
連
） 

 

と
い
う
よ
う
に
、「
父
」「
母
」
は
目
の
前
で
燃
え
て
い
る
建
物
、
ま
た
は
そ
の
炎
の
様
子
と
い
っ
て
も

の
へ
と
注
目
し
て
い
る
。
し
か
し
、
「
女
の
童
」
は
火
事
を
見
な
が
ら
も
一
貫
し
て
「
鳩
」
へ
と
思
い

を
め
ぐ
ら
す
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、「
人
の
巣
」「
鳩
の
巣
」
と
い
う
よ
う
に
眼
に
し
て
い
る
対
象
は

同
じ
で
あ
る
の
に
、
認
識
が
異
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
目
の
前
の
炎
が
沈
静
し
始
め
「
猛
火
も
沈
み
ぬ
」

と
「
母
」
が
言
う
の
に
対
し
て
は
、
明
日
の
遊
び
場
を
心
配
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
時
間
が

ず
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
第
十
連
に
お
い
て
は
、
第
一
に
感
情
の
高
ぶ
り
が
ズ
レ
て
い
る
。
火
事
が
静

ま
り
安
心
し
て
い
る
「
父
」
に
対
し
て
、
「
女
の
童
」
は
「
火
こ
そ
嫉
め
」
と
強
い
感
情
を
露
わ
に
し

て
い
る
。
目
の
前
の
火
事
の
鎮
火
と
は
無
関
係
に
、
こ
こ
で
よ
う
や
く
「
女
の
童
」
は
火
に
注
目
し
て

い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
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「
姫
が
曲
」
で
は
、「
大
足
日
」
と
「
多
麻
姫
」
は
、
そ
の
存
在
の
設
定
か
ら
既
に
乖
離
し
て
お
り
、

齟
齬
が
生
じ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
「
鐘
は
鳴
り
出
づ
」
で
は
、
家
族
と
い
う
同
じ
集
団
に
属
し

て
お
り
、
神
性
を
帯
び
た
存
在
で
は
な
く
人
間
で
あ
る
、「
父
」「
母
」
と
「
女
の
童
」
の
間
で
ズ
レ
が

生
じ
て
い
る
。
こ
の
ズ
レ
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
登
場
人
物
が
各
々
の
捉
え
方
、
働
き
か
け
に
よ
っ
て

火
事
を
認
識
し
、
会
話
を
し
て
い
る
か
ら
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
語
り
手
か
ら
同
列
に
あ

る
、
複
数
の
登
場
人
物
が
存
在
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
ズ
レ
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
父
」
「
母
」

の
視
点
と
、
「
女
の
童
」
の
視
点
は
、
一
つ
の
火
事
と
い
う
対
象
に
向
け
ら
れ
な
が
ら
も
、
捉
え
て
い

る
層
が
異
な
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。 

 

そ
う
考
え
る
と
、
こ
の
「
鐘
は
鳴
り
出
づ
」
に
お
い
て
、
重
層
的
な
世
界
の
可
能
性
が
示
さ
れ
て
い

る
と
言
え
る
。
一
つ
の
存
在
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
に
は
複
数
の
層
が
折
り
重
な
っ
て
、
畳
み
込
ま
れ
て

い
る
。
そ
し
て
、
見
る
も
の
の
視
線
が
ど
の
層
へ
向
け
ら
れ
る
か
に
よ
っ
て
、
同
じ
対
象
が
違
っ
た
形

を
呈
し
て
い
く
と
い
う
世
界
が
、
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
、
「
鐘
は
鳴
り
出
づ
」
に
お
い
て

は
、
「
父
」
「
母
」
の
視
点
が
捉
え
た
層
と
、
「
女
の
童
」
が
捉
え
た
層
と
に
お
い
て
、
ど
ち
ら
が
よ
り

対
象
を
深
く
捉
え
て
い
る
の
か
と
い
っ
た
価
値
判
断
は
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
両
者
の
差
異
が
描
か
れ
て

い
る
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
複
数
の
登
場
人
物
に
よ
る
視
点
の
ズ
レ
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
立
ち

上
る
重
層
的
な
世
界
こ
そ
が
、
「
姫
が
曲
」
で
叶
わ
な
か
っ
た
日
と
水
の
一
体
化
と
い
う
不
可
能
な
希

求
を
叶
え
る
た
め
の
、
重
要
な
鍵
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
不
可
能
な
希
求
は
「
人
魚
の
海
」

と
い
う
バ
ラ
ッ
ド
に
お
い
て
、
有
明
が
一
つ
の
答
え
を
提
示
し
て
み
せ
る
。
そ
れ
で
は
、「
人
魚
の
海
」

に
お
け
る
不
可
能
な
希
求
へ
の
一
つ
の
答
え
を
、
登
場
人
物
同
士
の
ズ
レ
か
ら
、
読
み
解
い
て
み
よ
う
。 

 

四 

「
人
魚
の
海
」
に
お
け
る
「
幻
の
界
」 

  

「
人
魚
の
海
」
は
、
『
有
明
詩
集
』
の
自
註
に
あ
る
よ
う
に
、
井
原
西
鶴
の
『
武
道
伝
来
記
』
巻
二

第
四
話
「
命
と
ら
る
る
人
魚
の
海
」
に
取
材
し
た
も
の
で
あ
る
。
「
命
と
ら
る
る
人
魚
の
海
」
の
あ
ら

す
じ
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。 

 

奉
行
役
人
の
金
内
は
海
で
人
魚
を
見
つ
け
る
。
周
囲
の
人
々
が
気
絶
す
る
な
か
、
金
内
は
弓
を
手
に

取
り
、
人
魚
を
仕
留
め
る
。
帰
っ
て
こ
の
こ
と
を
人
々
に
語
り
、
称
え
ら
れ
る
中
、
青
崎
百
右
衛
門
と

い
う
人
物
に
、
死
体
を
持
ち
帰
ら
な
い
こ
と
を
理
由
に
言
い
が
か
り
を
つ
け
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
金
内

の
娘
に
懸
想
し
、
断
ら
れ
た
百
右
衛
門
の
嫌
が
ら
せ
な
の
で
あ
る
が
、
金
内
は
死
体
を
探
し
に
海
へ
と

出
る
。
見
つ
か
ら
な
い
ま
ま
、
金
内
は
衰
弱
し
て
息
絶
え
て
し
ま
う
。
こ
れ
を
知
っ
た
金
内
の
娘
が
、

鞠
と
い
う
女
と
共
に
、
百
右
衛
門
を
討
ち
果
た
し
、
仇
討
ち
を
な
す
。 

 

典
拠
で
あ
る
「
命
と
ら
る
る
人
魚
の
海
」
は
仇
討
ち
が
中
心
と
な
っ
た
話
で
あ
る
が
、
有
明
の
「
人

魚
の
海
」
は
、
仇
討
ち
は
出
て
こ
な
い
。
有
明
の
「
人
魚
の
海
」
の
あ
ら
す
じ
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。 

 

「
人
魚
を
見
た
こ
と
が
あ
る
」
と
い
う
「
老
の
水
手
」
と
共
に
、
「
武
邊
の
君
」
は
人
魚
を
探
し
に

向
か
う
。
つ
い
に
「
人
魚
」
を
見
つ
け
る
と
、
「
武
邊
の
君
」
は
弓
を
取
り
、
「
人
魚
」
を
射
る
。
「
人

魚
」
が
海
に
沈
む
瞬
間
、「
武
邊
の
君
」
は
「
人
魚
」
の
微
笑
み
に
う
た
れ
る
。「
武
邊
の
君
」
は
そ
の
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微
笑
み
に
、
亡
き
妻
の
微
笑
み
を
見
る
の
で
あ
る
。
そ
の
二
日
後
、
「
武
邊
の
君
」
は
「
人
魚
」
を
見

た
海
に
、
そ
の
身
を
沈
め
て
し
ま
う
。
そ
の
後
、
父
母
を
亡
く
し
た
、「
武
邊
の
君
」
の
娘
で
あ
る｢

姫｣

が
、
磯
辺
で
歎
い
て
い
る
所
に
、「
老
の
水
手
」
が
や
っ
て
く
る
。
二
人
の
前
に
、「
武
邊
の
君
」
の
亡

骸
を
抱
い
た
「
人
魚
」
が
現
れ
る
。「
姫
」
が
「
武
邊
の
君
」
の
亡
骸
に
す
が
り
付
い
た
瞬
間
、「
人
魚
」

と
「
武
邊
の
君
」
と
「
姫
」
の
三
者
を
、
高
波
が
水
底
へ
と
さ
ら
っ
て
い
く
。
後
に
残
さ
れ
た
「
老
の

水
手
」
は
、「
ま
さ
め
に
て
三
度
人
魚
を
見
き
」
と
語
り
、
海
へ
は
出
な
く
な
る
。 

 

仇
討
ち
で
は
な
く
、
一
種
の
悲
劇
的
な
雰
囲
気
が
色
濃
く
な
っ
て
い
る
。
有
明
は
、
「
武
邊
の
君
」

「
人
魚
」「
姫
」
の
三
人
に
加
え
、「
老
の
水
手
」
の
四
人
が
織
り
成
す
ド
ラ
マ
を
描
く
こ
と
で
、
二
極

の
一
体
化
を
描
い
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

ま
ず
は
、「
人
魚
の
海
」
の
韻
律
を
見
て
み
た
い
。 

  
 

『
怪
魚

け

ぎ

よ

を
ば
見み

き
』
と
、
奥お

く

の
浦う

ら

、 

（
七
五
） 

 
 

 

奥お
く

の
舟
人

ふ
な
び
と

、

―
『
怪
魚

け

ぎ

よ

を
か
』
と
、 

（
七
五
） 

 
 

 

武
邊

ぶ

へ

ん

の
君き

み

は
ほ
ほ
ゑ
み
ぬ
。 

（
七
五
）（
第
一
連
） 

 
 

※ 

（ 

）
内
は
各
行
の
音
数
を
示
し
た
。 

 

と
、
七
五
調
三
行
を
一
連
と
し
、
全
七
十
連
か
ら
な
る
。
特
に
こ
れ
と
い
っ
た
リ
フ
レ
イ
ン
は
無
い
も

の
の
、
「
ほ
ほ
ゑ
み
」
や
、
「
ま
さ
め
に
て
」
な
ど
、
幾
度
も
繰
り
返
さ
れ
、
強
調
さ
れ
る
語
も
あ
り
、

部
分
的
に
で
は
あ
る
が
、 

  
 

水
手

か

こ

の
翁

お
き
な

も
ほ
ほ
ゑ
み
ぬ
、 

 
 

凶ま
が

の
時と

き

な
り
、
奥お

く

の
浦う

ら

、 

 
 

あ
あ
人ひ

と

も
人ひ

と

、
船ふ

ね

も
船ふ

ね

。（
第
十
一
連
） 

 

の
よ
う
に
、
対
句
的
な
表
現
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
韻
律
が
整
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、

こ
れ
と
い
っ
た
リ
フ
レ
イ
ン
は
無
く
と
も
、
同
語
の
反
復
や
、
対
句
表
現
、
部
分
的
な
押
韻
に
よ
っ
て
、

韻
律
が
整
え
ら
れ
て
い
る
。 

 

そ
れ
で
は
、
「
人
魚
の
海
」
に
描
か
れ
て
い
る
詩
の
世
界
を
見
て
い
き
た
い
。
こ
の
「
人
魚
の
海
」

で
二
極
の
一
体
化
は
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
は
、
「
武
邊
の
君
」
と
「
人

魚
」
と
が
対
峙
す
る
場
面
に
目
を
向
け
て
み
た
い
。 
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武
邊

ぶ

へ

ん

の
君き

み

は
怪
魚

け

ぎ

よ

を
、
き
と 

 
 

睨に
ら

ま
へ
た
ち
ぬ
、
笑ゑ

み

の
勝か

ち

、 

 
 

入
日

い

り

ひ

は
紅あ

か

く
帆ほ

を
染そ

め
ぬ
。（
第
三
十
一
連
） 

  
 

武
邊

ぶ

へ

ん

の
君き

み

は
船ふ

ね

の
舳へ

に
、 

 
 

血ち

は
氷こ

ほ

り
た
り
、

―
海う

み

の
面も

は 

 
 

波な
み

こ
と
ご
と
く
燃も

ゆ
る
波な

み

。（
第
三
十
二
連
） 

 

と
、
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、「
人
魚
」
を
射
た
直
後
で
は
、 

  
 

あ
あ
海う

み

の
面お

も

、
波な

み

は
皆み

な 

 
 

お
の
の
き
氷こ

ほ

り
、
船ふ

ね

の
舳へ

に 

 
 

武
邊

ぶ

へ

ん

の
君き

み

が
血ち

は
燃も

え
ぬ
。（
第
三
十
四
連
） 

  

こ
の
二
つ
の
場
面
に
は
、
明
ら
か
な
二
項
対
立
が
見
て
取
れ
る
。
火
、
も
し
く
は
日
を
代
表
す
る
「
武

邊
の
君
」
と
、
水
を
代
表
す
る
「
人
魚
」
と
が
、
そ
の
状
態
を
、「
氷
る
」「
燃
ゆ
る
」
と
い
う
語
句
で

表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
水
と
火
と
は
一
体
化
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ

の
二
者
の
状
態
を
表
す
た
め
に
、
「
氷
る
」
「
燃
ゆ
る
」
を
用
い
て
、
「
燃
ゆ
る
波
」
と
し
て
い
る
と
こ

ろ
に
は
、
既
に
火
と
水
を
溶
け
合
わ
せ
よ
う
と
す
る
意
識
が
見
ら
れ
る
。 

 

そ
れ
で
は
、
こ
の
「
武
邊
の
君
」
と
「
人
魚
」
と
は
、
ど
こ
で
一
体
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ

は
、
末
部
で
の
、
水
底
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
「
武
邊
の
君
」
と
「
人
魚
」
と
を
結
ぶ
も

の
は
何
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
全
篇
を
通
し
て
繰
り
返
さ
れ
、
印
象
付
け
ら
れ
る
「
ほ
ほ
ゑ
み
」

に
他
な
ら
な
い
。 

  
 

痛
手

い

た

で

に
細ほ

そ

る
聲こ

ゑ

の
冴さ

え
、 
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人
魚

に
ん
ぎ
よ

は
沈し

づ

む
束つ

か

の
間ま

も 

 
 

猶な
ほ

ほ
ほ
ゑ
み
ぬ
、

―
戀こ

ひ

の
魚う

を

。（
第
三
十
五
連
） 

  
 

む
く
ゐ
は
強つ

よ

し
、
眼め

に
見み

え
ぬ 

 
 

影か
げ

の
返が

へ

し
矢や

、
わ
れ
な
ら
で
、 

 
 

武
邊

ぶ

へ

ん

の
君き

み

は
『
あ
』
と
叫さ

け

ぶ
。（
第
三
十
六
連
） 

  
 

人
魚

に
ん
ぎ
よ

ぞ
沈し

づ

む
そ
の
面お

も

に 

 
 

武
邊

ぶ

へ

ん

の
君き

み

は
亡
妻

な
き
つ
ま

の 

 
 

ほ
ほ
ゑ
み
を
こ
そ
眼ま

の
あ
た
り
。（
第
三
十
七
連
） 

 

と
い
う
よ
う
に
、
「
武
邊
の
君
」
は
「
人
魚
」
が
矢
を
射
ら
れ
、
沈
み
な
が
ら
に
浮
か
べ
た
「
ほ
ほ
ゑ

み
」
に
、
「
亡
妻
」
の
影
を
見
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
亡
妻
」
の
影
を
も
っ
た
「
ほ
ほ
ゑ
み
」
に
よ
っ

て
、
「
武
邊
の
君
」
は
「
人
魚
」
を
追
い
求
め
、
終
に
は
海
に
身
を
投
げ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

つ
ま
り
、
こ
の
「
ほ
ほ
ゑ
み
」
こ
そ
が
「
武
邊
の
君
」
と
「
人
魚
」
を
つ
な
ぐ
役
割
を
果
た
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
「
ほ
ほ
ゑ
み
」
に
、
「
亡
妻
」
の
影
を
見
る
の
は
「
武
邊
の
君
」
一
人
な

の
で
あ
る
。「
老
の
水
手
」
は
こ
の
「
人
魚
」
の
「
ほ
ほ
ゑ
み
」
を
見
て
は
い
な
い
。
更
に
、「
姫
」（
武

邊
の
君
の
娘
）
と
と
も
に
「
人
魚
」
を
目
に
す
る
場
面
で
も
、
「
人
魚
」
に
「
人
魚
」
以
上
の
も
の
は

感
じ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
「
武
邊
の
君
」
は
「
人
魚
」
に
「
亡
妻
」
と
い
う
も
の
を
重
ね
合
わ
せ
て

み
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、「
老
の
水
手
」
は
、「
人
魚
」
を
「
人
魚
」
と
の
み
見
て
い
る
。
同
じ
も

の
を
目
に
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
見
て
い
る
も
の
の
間
に
ズ
レ
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ

は
、「
鐘
は
鳴
り
出
づ
」
で
の
「
父
」「
母
」
と
、「
女
の
童
」
と
の
関
係
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。 

 

ま
た
、「
武
邊
の
君
」
が
、「
人
魚
」
の
「
ほ
ほ
ゑ
み
」
に
惹
き
つ
け
ら
れ
る
と
い
う
展
開
が
自
然
な

も
の
に
な
る
よ
う
に
、「
人
魚
」
の
形
容
に
も
工
夫
が
凝
ら
さ
れ
て
い
る
。『
有
明
詩
集
』
の
自
註
で
は
、

「
人
魚
の
出
現
す
る
を
り
の
形
容
な
ど
も
ま
た
一
々
西
鶴
の
言
葉
に
據
つ
た
」
と
述
べ
て
い
る
も
の
の
、

西
鶴
が
人
魚
を
形
容
し
て
い
る
部
分
を
見
る
と
、
「
頭
、
紅
の
鶏
冠
あ
り
て
、
面
は
美
女
の
ご
と
し
。

四
足
、
瑠
璃
を
の
べ
て
、
鱗
に
金
色
の
ひ
か
り
、
身
に
香
り
ふ
か
く
、
声
は
雲
雀
笛
の
静
か
な
る
声
せ

し
」
と
あ
る
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
、「
人
魚
の
海
」
で
は
、 
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『
瞳
子

ひ

と

み

は
瑠
璃

る

り

』
と
、
老お

い

の
水
手

か

こ

、 

 
 

『
胸
乳

む

な

ぢ

眞
白

ま

し

ろ

に
、
濡
髪

ぬ
れ
が
み

を 

 
 

か
き
あ
ぐ
る
手て

の
し
な
や
か
さ
。

―
（
第
十
八
連
） 

  
 

人
魚

に
ん
ぎ
よ

の
聲こ

ゑ

は
雲
雀

ひ

ば

り

ぶ
え
、

― 

 
 

波な
み

も
戲

た
は
ぶ

れ
歌う

た

ひ
寄よ

る 

 
 

黑
髪

く
ろ
が
み

な
が
き
魚う

を

の
肩か

た

。（
第
二
十
八
連
） 

  
 

人
魚

に
ん
ぎ
よ

の
笑ゑ

み

は
え
し
れ
ざ
る 

 
 

海う
み

の
青
淵

あ
を
ぶ
ち

、
そ
の
淵ふ

ち

の 

 
 

蠱ま
じ

の
眞
珠

ま

た

ま

の
透
影

す
い
か
げ

か
。（
第
二
十
九
連
） 

  
 

人
魚

に
ん
ぎ
よ

は
深ふ

か

く
ほ
ほ
ゑ
み
ぬ
、

― 

 
 

戀こ
ひ

の
深
淵

ふ
か
ぶ
ち

人ひ
と

を
ひ
き
、 

 
 

人ひ
と

を
滅

ほ
ろ
ぼ

す
ほ
ほ
ゑ
ま
ひ
。（
第
三
十
連
） 

 

と
い
う
よ
う
に
、
西
鶴
の
言
葉
も
用
い
な
が
ら
も
、
妖
艶
な
様
子
と
、
妖
し
い
魅
力
を
持
っ
た
「
ほ
ほ

ゑ
み
」
を
備
え
て
い
る
と
い
う
性
質
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
す
る
こ
と
で
、
「
武

邊
の
君
」
が
「
人
魚
」
の
「
ほ
ほ
ゑ
み
」
に
惹
き
つ
け
ら
れ
る
こ
と
が
自
然
な
流
れ
で
展
開
す
る
。
さ

ら
に
、
「
人
を
滅
す
」
と
い
う
こ
と
か
ら
、
こ
の
「
武
邊
の
君
」
が
「
人
魚
」
に
「
亡
妻
」
の
影
を
見

た
こ
と
が
、
本
当
に
「
亡
妻
」
で
あ
る
の
か
、
「
武
邊
の
君
」
が
幻
を
見
た
の
か
が
、
判
然
と
し
な
く

な
る
。
こ
う
し
て
、
「
亡
妻
」
と
「
人
魚
」
と
が
重
ね
あ
わ
さ
れ
た
存
在
と
し
て
の
「
人
魚
」
が
生
ま

れ
る
。 
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こ
の
「
人
魚
」
に
対
し
て
、
大
き
く
認
識
が
異
な
っ
て
い
る
の
が
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
「
老

の
水
手
」
と
「
武
邊
の
君
」
で
あ
る
。
こ
の
二
人
の
捉
え
て
い
る
世
界
の
層
の
ズ
レ
に
注
目
し
て
み
た

い
。 

 

ま
ず
、「
老
の
水
手
」
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、「
老
の
水
手
」
が
「
人
魚
」
を
見
た
と
語
る
際
に
、
わ

ざ
わ
ざ
「
ま
さ
め
に
て
」
と
強
調
さ
れ
て
い
る
で
あ
る
。「
人
魚
」
を
見
た
の
は
、「
老
の
水
手
」
だ
け

で
な
く
、「
武
邊
の
君
」
も
「
姫
」
も
見
て
い
る
。
し
か
し
、「
ま
さ
め
に
て
」
と
さ
れ
て
い
る
の
は
「
老

の
水
手
」
の
み
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
老
の
水
手
」
が
「
ま
さ
め
に
て
」
捉
え
た
「
人
魚
」
は
人
を
死

に
至
ら
し
め
る
「
あ
や
か
し
」
と
い
う
存
在
に
他
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、
「
老
の
水
手
」
の
眼
前
で

は
、
「
武
邊
の
君
」
と
「
姫
」
と
が
「
人
魚
」
と
い
う
「
あ
や
か
し
」
に
よ
っ
て
、
海
底
へ
と
引
き
ず

り
こ
ま
れ
る
悲
劇
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。 

そ
れ
に
対
し
て
「
武
邊
の
君
」
は
と
い
う
と
、
「
人
魚
」
の
持
つ
「
ほ
ほ
ゑ
み
」
に
「
亡
妻
」
の
影

を
認
め
る
。
し
か
し
、
こ
の
点
に
よ
っ
て
の
み
、
「
武
邊
の
君
」
は
「
人
魚
」
に
惹
き
つ
け
ら
れ
た
の

で
は
な
い
。
も
う
一
つ
、
「
人
魚
」
の
台
詞
が
あ
る
。
「
人
魚
」
が
射
抜
か
れ
た
際
に
放
っ
た
、
「
幻
の

界
ぞ
眞
な
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
「
人
魚
」
と
「
亡
妻
」
と
を
重
ね
合
わ
せ
る
と
い
う
の
は
、
現

実
的
な
思
考
に
よ
っ
て
は
、
難
し
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
「
武
辺
の
君
」
は
、
こ
の
理
性
的

な
思
考
よ
り
も
、
自
ら
の
感
覚
的
な
感
性
を
信
じ
る
。
そ
れ
を
後
押
し
し
た
の
が
、
こ
の
「
幻
の
界
ぞ

眞
な
る
」
と
い
う
言
葉
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
武
邊
の
君
」
は
、「
人
魚
」
を
追
う
と
い
う
よ
り
は
、

む
し
ろ
「
亡
妻
」
を
追
っ
て
、
水
底
へ
と
身
を
沈
め
る
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
、「
老
の
水
手
」
と
「
武
邊
の
君
」
と
の
間
に
は
、
大
き
な
ズ
レ
が
生
じ
て
い
る
。「
老

の
水
手
」
の
「
ま
さ
め
」
に
よ
る
世
界
と
、
「
武
邊
の
君
」
の
「
幻
の
界
」
と
い
う
世
界
と
が
、
同
じ

「
人
魚
の
海
」
と
い
う
世
界
の
中
で
「
人
魚
」
を
中
心
と
し
て
、
重
ね
あ
わ
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、

ど
ち
ら
の
視
点
を
取
る
の
か
に
よ
っ
て
、
描
き
出
さ
れ
る
世
界
に
も
違
い
が
見
ら
れ
る
。「
老
の
水
手
」

に
と
っ
て
は
、
「
武
邊
の
君
」
は
「
あ
や
か
し
」
で
あ
る
「
人
魚
」
に
惑
わ
さ
れ
殺
さ
れ
た
と
い
う
、

一
種
の
悲
劇
と
し
て
映
っ
て
い
た
。
し
か
し
、「
武
邊
の
君
」
に
と
っ
て
は
、「
亡
妻
」
の
影
を
追
い
求

め
、
「
人
魚
」
の
い
る
海
底
へ
と
そ
の
身
を
沈
め
て
し
ま
う
。
こ
う
す
る
こ
と
で
、
生
死
を
も
乗
り
越

え
、
「
幻
の
界
」
に
よ
っ
て
、「
武
邊
の
君
」
と
「
人
魚
」
、
火
と
水
と
が
一
体
化
す
る
こ
と
を
得
る
の

で
あ
る
。
ま
た
、
結
末
部
の
「
姫
」
ま
で
も
が
「
人
魚
」
「
武
邊
の
君
」
と
共
に
海
へ
と
姿
を
消
す
場

面
で
も
同
様
に
、
「
武
邊
の
君
」
が
見
て
い
る
世
界
と
「
老
の
水
手
」
が
見
て
い
る
世
界
と
が
異
な
っ

た
層
で
あ
る
と
言
え
る
。
繰
り
返
し
強
調
さ
れ
た
「
ま
さ
め
」
は
、
「
老
の
水
手
」
の
視
点
を
表
す
と

共
に
、「
武
邊
の
君
」
の
そ
れ
と
は
異
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
鐘
は
鳴
り
出
づ
」

と
同
様
に
、
登
場
人
物
が
複
数
存
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
視
点
の
ズ
レ
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

「
鐘
は
鳴
り
出
づ
」
に
お
い
て
は
、
視
点
ご
と
の
評
価
は
特
に
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
「
人
魚

の
海
」
の
、「
老
の
水
手
」
と
「
武
邊
の
君
」
に
お
い
て
は
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。 

「
人
魚
の
海
」
に
お
け
る
「
人
魚
」「
武
邊
の
君
」「
姫
」
の
三
人
が
織
り
成
す
ド
ラ
マ
は
、
生
死
を

も
乗
り
越
え
、
「
幻
の
界
」
で
一
体
と
な
る
こ
と
で
結
び
を
迎
え
る
。
こ
の
ド
ラ
マ
に
対
し
て
「
老
の

水
手
」
は
「
ま
さ
め
に
て
」
見
る
こ
と
し
か
出
来
ず
、
ま
た
、
「
幻
の
界
」
へ
接
触
す
る
こ
と
は
出
来
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て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
「
老
の
水
手
」
に
と
っ
て
は
悲
劇
と
し
て
し
か
映
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
「
老
の
水
手
」
に
は
、
こ
の
三
者
が
織
り
成
す
ド
ラ
マ
の
本
当
の
姿
が
見
え
て
い
な
い
の
で
あ

る
。
「
老
の
水
手
」
は
、
三
者
と
同
じ
も
の
を
見
、
行
動
を
共
に
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
三
者
を

結
び
付
け
て
い
る
「
幻
の
界
」
を
垣
間
見
る
こ
と
も
、
触
れ
る
こ
と
も
、
ま
し
て
や
ド
ラ
マ
に
参
加
す

る
こ
と
も
叶
っ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、｢

老
の
水
手｣

は
、
ド
ラ
マ
の
当
事
者
た
ち
と
行
動
を
共
に
す
る

存
在
で
あ
り
な
が
ら
、
ド
ラ
マ
の
中
枢
か
ら
は
疎
外
さ
れ
て
い
る
存
在
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
老

の
水
手
」
は
ド
ラ
マ
の
出
演
者
、
当
事
者
で
は
な
く
、
ド
ラ
マ
の
傍
観
者
、
観
察
者
に
過
ぎ
な
い
の
で

あ
る
。 

「
老
の
水
手
」
の
役
割
は
「
ま
さ
め
」
に
よ
る
観
察
、
目
撃
で
あ
り
、
ド
ラ
マ
へ
の
参
与
で
は
な
い
。

傍
観
者
と
い
う
立
場
か
ら
の
、
間
接
的
な
関
わ
り
し
か
持
つ
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
「
人
魚
」

と
「
武
邊
の
君
」
と
を
つ
な
ぐ
、「
亡
妻
」
の
面
影
や
「
ほ
ほ
ゑ
み
」
を
感
知
す
る
こ
と
は
な
く
、「
武

邊
の
君
」
が
向
か
っ
た
「
幻
の
界
」
と
、
そ
こ
で
三
者
が
一
体
と
な
る
こ
と
に
関
し
て
も
、
一
体
と
な

る
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
そ
の
悲
劇
性
に
目
を
向
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、｢

人
魚
の
海｣

に
お
け
る
ド
ラ
マ
は
「
幻
の
界
」
で
展
開
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「
人
魚
の
海
」
に
お
け
る
ド
ラ

マ
の
中
枢
と
は
、
「
ま
さ
め
」
し
か
持
た
な
い
「
老
の
水
手
」
に
は
到
底
見
る
こ
と
の
出
来
な
い
も
の

だ
っ
た
の
で
あ
る
。
「
人
魚
の
海
」
の
詩
人
「
老
の
水
手
」
に
は
、
ド
ラ
マ
へ
の
参
与
が
許
さ
れ
て
い

な
い
、
た
だ
、｢

ま
さ
め｣

に
よ
る
目
撃
の
み
が
許
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
詩
人
の
一
つ
の
側
面
が

現
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
語
る
た
め
に
は
、
目
撃
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。（「
人
魚
の
海
」

に
お
い
て
、「
人
魚
」
に
つ
い
て
話
し
て
い
る
の
は
「
老
の
水
手
」
の
み
で
あ
る
。）
し
か
し
、
目
撃
者

は
、
ド
ラ
マ
へ
の
参
与
は
許
さ
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
常
に
詩
人
は
「
老
の
水
手
」
の
よ
う
に
、
ド
ラ
マ

へ
の
参
与
な
く
、
た
だ
語
る
の
み
と
い
う
、
傍
観
者
、
観
察
者
な
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
ド
ラ
マ
の

本
質
を
究
極
的
に
は
捉
え
き
れ
な
い
と
い
う
、
語
り
の
限
界
が
存
在
す
る
。
い
や
、
む
し
ろ
、
「
ま
さ

め
に
」
よ
る
観
察
、
感
知
の
限
界
と
、
そ
れ
を
打
ち
破
る
形
で
の
「
幻
の
界
」
と
い
う
構
図
が
託
さ
れ

て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
世
界
を
「
ま
さ
め
に
」
よ
っ
て
捉
え
る
こ
と
の
限
界
と
、
「
ま
さ
め

に
」
よ
っ
て
捉
え
た
層
と
は
異
な
る
、
よ
り
深
層
に
あ
る
「
幻
の
界
」
で
は
、
「
ま
さ
め
に
」
よ
っ
て

は
感
知
し
得
な
い
ド
ラ
マ
が
展
開
さ
れ
て
い
る
と
い
う
、
有
明
の
世
界
観
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
「
人
魚
の
海
」
に
お
け
る
ド
ラ
マ
の
本
質
は
「
幻
の
界
」
で
し
か
感
知
し
得
ず
、
そ
れ
が
出

来
た
の
は
「
老
の
水
手
」
で
は
な
く
、「
武
邊
の
君
」
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、「
人
魚
の

海
」
に
お
い
て
、
多
く
を
語
る
の
は
「
老
の
水
手
」
で
あ
り
、「
武
邊
の
君
」
は
僅
か
な
数
語
と
、「
あ
」

と
い
う
叫
び
し
か
発
さ
な
い
。
む
し
ろ
、
語
れ
ば
語
る
程
に
、
「
幻
の
界
」
は
遠
ざ
か
る
か
の
よ
う
な

印
象
と
、「
幻
の
界
」
を
感
知
し
な
い
登
場
人
物
と
を
残
し
て
、
「
人
魚
の
海
」
は
幕
を
閉
じ
る
。 

  

多
く
の
注
目
を
集
め
た
有
明
の
ソ
ネ
ッ
ト
で
あ
る
が
、
こ
の
詩
作
と
同
時
期
に
行
わ
れ
た
バ
ラ
ッ
ド

の
試
み
は
、
有
明
に
と
っ
て
、
ソ
ネ
ッ
ト
と
同
様
に
強
い
関
心
を
持
っ
て
取
り
組
ま
れ
た
詩
作
活
動
で

あ
っ
た
。
バ
ラ
ッ
ド
は
、
詩
の
主
体
に
よ
る
独
白
と
い
っ
た
形
を
取
る
ソ
ネ
ッ
ト
と
は
違
い
、
語
り
手

か
ら
等
距
離
に
あ
る
複
数
の
登
場
人
物
を
含
む
だ
け
の
器
が
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
複
数
の
登
場
人
物
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が
存
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
有
明
が
指
摘
し
た
代
名
詞
の
問
題
を
も
含
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
有
明

は
代
名
詞
の
問
題
が
存
す
る
こ
と
を
知
り
つ
つ
も
、
バ
ラ
ッ
ド
の
試
み
を
続
け
る
。
そ
こ
に
は
、
複
数

の
登
場
人
物
を
有
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
バ
ラ
ッ
ド
に
魅
力
を
感
じ
て
い
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。 

 

初
期
の
バ
ラ
ッ
ド
で
あ
る
「
佐
太
大
神
」
「
新
鶯
曲
」
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
韻
律
の
点
と
、
典
拠
と
の

関
係
と
い
う
点
に
お
い
て
、
解
決
す
べ
き
問
題
を
孕
ん
で
い
た
。
そ
し
て
、
作
を
重
ね
る
ご
と
に
、
有

明
の
バ
ラ
ッ
ド
は
韻
律
を
変
え
、
工
夫
が
施
さ
れ
て
い
く
。
完
全
な
定
型
に
よ
る
リ
フ
レ
イ
ン
で
は
な

く
、D

.G
.

ロ
セ
ッ
テ
ィ
が
「
シ
ス
タ
ー
へ
レ
ン
」
で
用
い
た
よ
う
な
、
リ
フ
レ
イ
ン
の
一
部
を
自
在
に

変
形
さ
せ
な
が
ら
続
く
リ
フ
レ
イ
ン
や
、
典
拠
の
世
界
を
背
景
と
し
つ
つ
も
、
独
自
の
ス
ト
ー
リ
ー
へ

と
昇
華
さ
せ
て
い
く
こ
と
を
繰
り
返
し
、
最
終
的
に
、「
人
魚
の
海
」
と
い
う
形
へ
と
到
達
す
る
。 

 

こ
の
「
人
魚
の
海
」
に
お
い
て
は
、
「
鐘
は
鳴
り
出
づ
」
で
示
さ
れ
た
重
層
的
な
世
界
を
下
敷
き
に

し
て
、
「
老
の
水
手
」
と
「
武
邊
の
君
」
と
い
う
登
場
人
物
が
、
異
な
る
視
点
か
ら
同
じ
も
の
を
捉
え

る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
ま
さ
め
に
」
よ
る
現
実
的
な
世
界
と
、「
幻
の
界
」
と
い
う
異
な
る
層
の
世
界
と

が
重
ね
あ
わ
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
「
人
魚
の
海
」
に
お
け
る
、
火
と
水
の
一
体
化
、
生
死
を
も
乗
り
越

え
て
「
人
魚
」
で
あ
る
「
亡
妻
」
と
「
武
邊
の
君
」
、
娘
の
「
姫
」
と
が
水
底
で
一
つ
に
な
る
と
い
う

ド
ラ
マ
が
、
「
幻
の
界
」
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
。
「
人
魚
の
海
」
の
目
撃
者
で
あ
り
、
「
人
魚
」
に
つ

い
て
多
く
を
語
る
役
割
を
課
せ
ら
れ
て
い
る
「
老
の
水
手
」
は
、
目
の
前
で
展
開
さ
れ
る
ド
ラ
マ
の
中

枢
、
ド
ラ
マ
の
本
質
に
は
参
加
す
る
こ
と
も
、
触
れ
る
こ
と
も
、
感
知
す
る
こ
と
す
ら
出
来
な
い
、
完

全
に
疎
外
さ
れ
た
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。 

 

こ
こ
に
は
世
界
を
「
ま
さ
め
に
」
よ
っ
て
捉
え
る
こ
と
の
一
つ
の
限
界
と
、
世
界
の
本
質
が
「
幻
の

界
」
に
あ
る
、
つ
ま
り
、
世
界
は
重
層
的
な
構
造
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
お
り
、
現
実
的
な
視
点
に
よ

っ
て
捉
え
ら
れ
た
層
で
は
な
く
、
「
幻
の
界
」
の
よ
う
な
層
に
、
ド
ラ
マ
の
中
枢
、
世
界
の
本
質
が
あ

る
の
で
あ
る
と
い
う
、
有
明
の
世
界
観
が
示
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
人
魚
の
海
」
に
お
け
る
「
幻

の
界
」
と
い
う
の
は
、
実
態
が
な
く
、
触
れ
る
こ
と
も
出
来
な
い
夢
幻
的
で
空
想
的
な
幻
で
は
な
く
、

「
武
邊
の
君
」
や
「
亡
妻
」
で
あ
る
「
人
魚
」
に
と
っ
て
は
、
確
か
な
形
を
持
っ
て
、
自
ら
が
信
じ
る

に
足
る
だ
け
の
実
感
を
持
っ
た
世
界
の
姿
に
他
な
ら
な
い
。
有
明
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
る
幻
が
、
現
実

世
界
と
対
立
す
る
空
想
世
界
を
指
し
て
の
幻
で
は
な
く
、
当
事
者
に
対
し
て
、
い
わ
ゆ
る
現
実
世
界
よ

り
も
強
い
現
実
感
を
持
っ
て
迫
っ
て
く
る
世
界
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
「
ま
さ
め
に
」
よ
っ
て

で
は
到
達
不
可
能
な
世
界
の
層
な
の
で
、
言
葉
の
上
で
は
、
ど
う
し
て
も
現
実
世
界
を
捉
え
る
「
ま
さ

め
」
と
対
立
す
る
形
と
な
っ
て
し
ま
う
た
め
に
、
「
幻
の
界
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
通
常
の
幻
と
は
大

き
く
こ
と
な
る
存
在
と
し
て
描
き
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
「
幻
の
界
」
で
し
か
、

火
と
水
と
い
っ
た
二
極
は
一
体
と
な
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
生
死
と
い
っ
た
境
界
は
乗
り
越
え
ら
れ
な

い
の
で
あ
る
。「
姫
が
曲
」
は
い
わ
ば
「
ま
さ
め
に
」
よ
る
描
写
で
あ
っ
た
た
め
に
、「
大
足
日
」
と
「
多

麻
姫
」
の
願
い
は
果
た
さ
れ
る
こ
と
な
く
終
わ
る
。
体
の
構
造
の
違
い
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
生
み
出
さ

れ
る
生
死
の
境
界
を
乗
り
越
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
幻
の
界
」
が
描
か
れ
る

「
人
魚
の
海
」
に
お
い
て
は
「
老
の
水
手
」
に
と
っ
て
は
悲
劇
と
し
か
映
ら
な
い
ド
ラ
マ
が
、「
人
魚
」

と
「
武
邊
の
君
」
に
強
い
繋
が
り
、
強
い
結
び
つ
き
を
与
え
る
こ
と
が
出
来
る
。 
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バ
ラ
ッ
ド
と
い
う
複
数
の
登
場
人
物
を
有
す
る
器
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
複
数
の
視
点
を
内
在

さ
せ
、
そ
の
視
点
を
ず
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
重
層
的
な
世
界
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
。
そ
し
て
、「
幻

の
界
」
を
描
き
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
実
世
界
と
い
う
「
ま
さ
め
に
」
よ
る
層
を
乗
り
越
え
、
現
実

世
界
で
は
決
し
て
交
わ
る
こ
と
の
な
い
も
の
同
士
に
、
強
い
結
び
つ
き
を
与
え
る
こ
と
で
、
新
た
な
一

つ
の
世
界
を
提
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 
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第
二
章 

有
明
の
「
幻
の
界
」 

   

ソ
ネ
ッ
ト
と
時
を
同
じ
く
し
て
、
有
明
が
取
り
組
ん
だ
バ
ラ
ッ
ド
に
は
、
独
白
を
主
と
す
る
ソ
ネ
ッ

ト
と
は
異
な
り
、
語
り
手
か
ら
等
距
離
、
同
列
に
あ
る
複
数
の
登
場
人
物
を
有
す
る
だ
け
の
器
が
あ
っ

た
。
有
明
は
そ
の
器
を
用
い
て
、
複
数
の
視
点
を
バ
ラ
ッ
ド
の
中
へ
と
取
り
込
み
、
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ

れ
の
視
点
同
士
に
ズ
レ
を
生
じ
さ
せ
た
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
一
つ
の
現
象
に
対
す
る
異
な
っ
た
捉
え

方
、
翻
っ
て
一
つ
の
現
象
の
持
つ
複
数
の
層
の
存
在
が
描
き
出
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
構
築
さ
れ
た
重
層

的
な
世
界
に
お
い
て
、
「
人
魚
の
海
」
で
見
た
よ
う
に
、
有
明
は
「
ま
さ
め
に
」
よ
る
現
実
世
界
の
層

と
は
異
な
っ
た
、「
幻
の
界
」
の
層
に
お
い
て
展
開
す
る
ド
ラ
マ
を
見
せ
て
く
れ
た
。
そ
う
考
え
る
と
、

有
明
詩
を
考
え
る
上
で
、
こ
の
「
ま
さ
め
」
に
対
す
る
「
幻
の
界
」
の
存
在
は
、
重
要
な
要
素
と
言
え

る
。
有
明
は
、
こ
の
「
幻
の
界
」
と
い
う
も
の
に
、
現
実
で
は
有
り
得
な
い
価
値
を
認
め
、
そ
れ
を
感

知
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
だ
か
ら
こ
そ
、
「
人
魚
の
海
」
の
よ
う
な
詩
を
作
っ
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

し
か
し
な
が
ら
、
時
代
は
、
高
山
樗
牛
の
「
朦
朧
派
の
詩
人
に
與
ふ
」
（『
太
陽
』
明
治
三
〇
・
七
）

や
、
島
村
抱
月
、
相
馬
御
風
ら
の
い
わ
ゆ
る
『
早
稲
田
文
学
』
陣
営
に
よ
る
詩
論i

か
ら
分
か
る
よ
う

に
、
現
実
か
ら
乖
離
し
た
幻
想
や
朦
朧
と
し
た
対
象
を
歌
う
こ
と
よ
り
も
、
眼
に
映
り
、
手
触
り
が
あ

り
、
生
活
実
感
に
基
づ
い
た
現
実
生
活
を
歌
う
こ
と
を
求
め
る
方
向
へ
と
進
ん
で
い
た
。
そ
の
た
め
に
、

有
明
の
詩
作
は
無
下
に
扱
わ
れ
、
後
に
有
明
が
当
時
を
振
り
返
っ
た
「
有
明
集
前
後
」ii

で
述
べ
ら
れ

て
い
る
よ
う
に
、
ま
さ
し
く
「
血
祭
り
」
に
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
う
。 

 

言
っ
て
み
れ
ば
、
有
明
の
作
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
「
幻
の
界
」
は
、
そ
れ
が
幻
想
や
朦
朧
と
し
た

対
象
と
似
通
っ
て
い
る
と
い
う
点
だ
け
で
批
判
の
対
象
と
な
り
、
葬
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ

の
た
め
、
有
明
に
と
っ
て
の
「
幻
の
界
」
が
一
体
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
の
か
、
ま
た
幻
の
持
つ
性
質

や
価
値
と
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
語
ら
れ
な
い
ま
ま
、
有
明
は
詩
筆
を
折
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
。
こ
う
し
た
同
時
代
評
に
反
し
て
、
有
明
詩
の
価
値
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
い
う
動
き
が
生
ま
れ
る

の
は
、
矢
野
峰
人
の
『
蒲
原
有
明
研
究
』（
昭
和
二
三
・
四
）
を
待
た
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、

矢
野
に
し
て
も
、
続
く
松
村
緑
の
『
蒲
原
有
明
論
考
』
（
昭
和
四
〇
・
三
）
に
し
て
も
、
有
明
の
「
幻

の
界
」
に
注
目
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
渋
沢
孝
輔
の
『
蒲
原
有
明
論
』（
昭
和
五
五
・
八
）、
佐
藤
伸

宏
の
『
日
本
近
代
象
徴
詩
の
研
究
』（
平
成
一
七
・
一
〇
）
で
、
よ
う
や
く
注
目
さ
れ
始
め
る
。 

 

渋
沢
は
、
有
明
詩
で
展
開
さ
れ
る
世
界
を
「
自
立
的
な
想
界
」
で
あ
る
と
し
、
そ
こ
に
詩
人
自
身
の

精
神
世
界
が
展
開
さ
れ
て
い
る
と
評
し
て
い
る
が
、
肝
心
の
「
幻
の
界
」
と
現
実
世
界
、
「
幻
の
界
」

と
自
然
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
。
「
幻
の
界
」
と
い
う
よ
り
は
、
有
明
が
創
り
出
し
、

描
き
出
し
た
精
神
世
界
に
注
目
し
て
い
る
と
い
っ
た
色
が
強
い
。
「
人
魚
の
海
」
で
展
開
さ
れ
た
「
幻

の
界
」
に
注
目
し
た
の
は
、
佐
藤
が
最
初
だ
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

佐
藤
は
、
前
掲
の
著
作
内
の
「「
人
魚
の
海
」
論
」
の
中
で
、「
人
魚
の
海
」
と
い
う
バ
ラ
ッ
ド
の
中

で
、
「
ま
さ
め
」
に
よ
る
世
界
と
「
幻
の
界
」
と
が
並
行
し
て
、
重
層
的
に
折
り
重
な
っ
て
展
開
し
て
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い
る
こ
と
を
、
指
摘
し
、「
人
魚
の
海
」
の
中
に
お
い
て
、「
幻
の
界
」
は
「
二
元
的
対
立
や
矛
盾
の
一

切
を
包
含
し
、
統
合
す
る
世
界
」
「
二
元
論
的
認
識
に
基
づ
く
合
理
主
義
的
な
現
実
認
識
を
脱
却
し
た

境
地
」
を
示
唆
す
る
も
の
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
「
人
魚
の
海
」
に
お
け
る
「
幻
の
界
」
の

検
証
、
考
察
で
あ
り
、
他
の
作
に
現
れ
る
幻
ま
で
を
も
包
括
し
た
考
察
と
な
っ
て
は
い
な
い
。
そ
の
た

め
、
有
明
詩
に
描
か
れ
る
幻
は
、
そ
の
全
て
の
姿
形
、
性
質
、
価
値
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
は
言
い
難

い
。
バ
ラ
ッ
ド
の
そ
れ
も
「
人
魚
の
海
」
の
み
で
あ
り
、
他
の
作
に
現
れ
る
幻
に
つ
い
て
は
、
未
だ
手

付
か
ず
の
状
態
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
つ
ま
り
、
有
明
詩
に
お
け
る
幻
は
、
こ
れ
ま
で
、
ほ
と
ん
ど

考
察
の
対
象
と
な
っ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

筆
者
は
、
第
一
章
で
の
有
明
の
バ
ラ
ッ
ド
に
関
す
る
考
察
の
中
で
、「
鐘
は
鳴
り
出
づ
」「
人
魚
の
海
」

に
描
か
れ
る
目
に
映
ら
な
い
世
界
、
言
わ
ば
幻
の
世
界
と
い
う
も
の
が
、
有
明
の
バ
ラ
ッ
ド
に
お
い
て

重
要
な
意
味
を
持
つ
と
考
え
て
き
た
。
そ
し
て
、
佐
藤
と
同
じ
よ
う
に
「
幻
の
界
」
に
は
、
現
実
生
活
、

「
ま
さ
め
」
の
世
界
で
は
持
ち
得
な
い
価
値
が
あ
る
と
考
え
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
は

バ
ラ
ッ
ド
と
い
う
作
品
群
の
中
で
の
も
の
で
あ
り
、
有
明
詩
の
中
で
は
一
部
の
作
に
対
す
る
考
察
に
留

ま
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
有
明
詩
に
描
か
れ
る
幻
が
、
ど
う
い
っ
た
性
質
を
持
っ
て
い
る
の
か
、
ま
た
、

バ
ラ
ッ
ド
同
様
に
、
他
の
作
に
お
い
て
も
、
現
実
世
界
、
「
ま
さ
め
」
の
世
界
に
は
持
ち
得
な
い
価
値

が
あ
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
で
、
先
行
研
究
に
お
い
て
、
ほ
と
ん
ど
扱
わ

れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
幻
の
姿
を
解
明
し
た
い
。
現
実
を
描
く
こ
と
を
求
め
ら
れ
、
幻
が
排
撃
さ
れ
て

い
た
中
で
、
有
明
が
描
き
続
け
た
幻
の
姿
を
解
明
す
る
こ
と
は
、
有
明
詩
を
考
え
る
上
で
重
要
な
点
で

あ
る
と
言
え
よ
う
。 

 

幻
を
考
え
る
た
め
に
は
、
「
人
魚
の
海
」
に
お
い
て
「
幻
の
界
」
と
対
置
さ
れ
て
い
た
「
ま
さ
め
」

に
よ
る
世
界
、
つ
ま
り
自
然
、
現
実
と
い
っ
た
も
の
を
、
有
明
が
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
の
か
と
い

う
点
が
重
要
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
有
明
は
自
ら
の
詩
論
に
つ
い
て
多
く
を
語
る
こ
と

は
な
く
、
残
さ
れ
て
い
る
詩
論
、
自
然
観
に
つ
い
て
語
っ
た
資
料
は
少
な
い
。
そ
の
中
で
も
、
筆
者
は
、

『
春
鳥
集
』
（
明
治
三
八
・
七
）
の
自
序
に
、
有
明
の
詩
論
、
自
然
観
が
最
も
多
強
く
現
れ
て
い
る
の

で
は
な
い
か
と
考
え
た
。
そ
こ
で
ま
ず
は
、『
有
明
集
』（
明
治
四
一
・
一
）
当
時
の
詩
論
の
内
容
を
確

認
し
た
上
で
、
こ
の
『
春
鳥
集
』
自
序
に
注
目
す
る
こ
と
か
ら
、
考
察
し
て
い
き
た
い
。
こ
の
自
序
に

展
開
さ
れ
て
い
る
有
明
の
詩
論
か
ら
、
有
明
の
自
然
観
に
つ
い
て
確
認
し
た
後
に
、
実
作
に
お
け
る
幻

へ
と
考
察
を
進
め
て
い
く
こ
と
と
す
る
。 

 

一 

『
有
明
集
』
当
時
の
詩
論
、『
早
稲
田
文
学
』
陣
営
を
中
心
に 

  

は
じ
め
に
で
述
べ
た
よ
う
に
、
『
有
明
集
』
刊
行
当
時
に
お
け
る
『
有
明
集
』
へ
の
批
評
は
、
厳
し

い
も
の
で
あ
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
早
く
も
刊
行
翌
月
の
『
文
庫
』
に
掲
載
さ
れ
た
、
松
原
至
文
、
藪

白
明
、
福
田
夕
咲
、
加
藤
介
春
、
人
見
東
明
の
五
人
に
よ
る
「「
有
明
集
」
合
評
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。

そ
の
内
容
は
、 

 



 

30 

 

け
ば
〳
〵
し
い
技
巧
の
眼
を
う
つ
よ
う
な
詩
は
、
前
期
の
我
に
は
多
少
の
面
白
さ
が
あ
つ
た
け
れ

ど
も
、
今
の
我
に
は
痛
切
で
な
い
。 

 

蒲
原
氏
の
生
活
自
身
そ
つ
く
り
が
出
て
居
な
い
で
、
氏
の
『
あ
こ
が
れ
』
と
か
、『
感
じ
』
と
か

い
ふ
も
の
が
、
美
化
さ
れ
、
醇
化
さ
れ
て
出
て
居
る
や
う
に
思
は
れ
る
。 

 

わ
れ
等
は
か
ゝ
る
技
巧
を
新
技
巧
と
思
ひ
、
か
ゝ
る
詩
風
を
近
代
の
象
徴
と
思
つ
て
居
る
ほ
ど
に

古
い
人
で
は
な
く
な
つ
た
。 

 

と
い
っ
た
よ
う
に
、
有
明
を
痛
烈
に
批
判
し
た
も
の
で
あ
る
。
当
時
の
詩
壇
は
、
自
然
主
義
の
方
向
へ

と
猛
然
と
突
き
進
ん
で
い
る
最
中
で
あ
り
、
「
技
巧
」
過
多
の
『
有
明
集
』
諸
篇
は
時
代
遅
れ
な
も
の

で
あ
り
、
現
代
の
文
芸
で
は
な
い
。
以
前
で
あ
れ
ば
新
し
い
と
感
じ
て
い
た
も
の
の
、
更
に
進
歩
し
た

自
分
達
に
と
っ
て
み
れ
ば
新
味
も
何
も
な
く
、「『
自
己
』
を
飾
り
僞
は
つ
た
も
の
か
過
去
の
文
藝
」
に

過
ぎ
な
い
一
蹴
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
と
な
る
。
要
す
る
に
、
象
徴
主
義
は
も
う
古
く
、
今
最
新
の
も
の

は
自
然
主
義
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
古
い
象
徴
主
義
に
根
差
し
た
作
で
は
価
値
は
な
い
。
と
、
そ
う
主

張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
あ
ま
り
に
乱
暴
な
批
評
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
が
、
誰
し
も
が
現
状

か
ら
脱
却
し
よ
う
と
も
が
い
て
い
た
。
革
新
性
を
作
る
た
め
に
躍
起
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
、
こ
う
し

た
乱
暴
な
批
評
を
生
ん
で
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。
有
明
は
、
こ
う
し
た
痛
烈
な

酷
評
を
後
に
ふ
り
返
っ
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

  
 

出
版
後
は
、
わ
た
く
し
の
詩
風
に
対
す
る
非
難
が
甚
し
く
起
こ
り
つ
ゝ
あ
つ
た
。
（
中
略
）
全
く

い
は
れ
な
き
屈
辱
を
蒙
ら
さ
れ
た
も
の
と
推
測
し
た
の
で
あ
る
。
口
語
体
自
由
詩
に
対
し
て
も
強

ち
に
こ
れ
を
排
撃
し
て
は
ゐ
な
か
つ
た
。
わ
た
く
し
に
し
て
も
素
よ
り
因
習
に
反
発
し
て
起
つ
た

も
の
で
あ
る
。
然
る
に
わ
た
く
し
は
図
ら
ず
も
邪
魔
扱
い
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
謂
は
ば
秀
才
達

の
面
白
半
分
の
血
祭
り
に
挙
げ
ら
れ
た
と
い
つ
て
よ
い
。
（
中
略
）
わ
た
く
し
は
詩
に
対
し
て
再

び
笑
顔
は
作
れ
な
く
な
つ
た
。
殊
に
詩
人
が
嫌
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。（「
有
明
集
前
後
」） 

  

有
明
は
、「
い
は
れ
な
き
屈
辱
」
を
受
け
、「
秀
才
達
の
面
白
半
分
に
血
祭
り
に
挙
げ
ら
れ
た
」
の
で

あ
る
。
有
明
に
好
意
的
な
批
評
を
続
け
て
い
た
桜
井
天
壇
は
、
当
時
小
説
批
評
へ
と
活
動
を
移
し
て
お

り
、
『
明
星
』
陣
営
も
北
原
白
秋
ら
の
退
社
で
忙
し
く
、
象
徴
詩
に
深
い
理
解
の
あ
る
上
田
敏
も
た
ま

た
ま
外
遊
中
で
あ
り
、
有
明
擁
護
の
声
は
上
が
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
当
時
の
風
潮
は
、

象
徴
主
義
で
は
な
く
、
新
し
い
自
然
主
義
の
方
向
へ
と
傾
い
て
い
た
。
そ
ん
な
中
で
、
自
然
主
義
文
学

の
牽
引
役
と
で
も
言
う
べ
き
『
早
稲
田
文
学
』
陣
営
か
ら
、
次
々
と
詩
論
が
展
開
さ
れ
る
。 

文
壇
は
自
然
主
義
小
説
の
方
向
へ
と
進
ん
で
い
た
。
文
壇
の
影
響
を
受
け
、
文
語
定
型
詩
が
主
流
で

あ
っ
た
詩
壇
も
、
明
治
四
十
年
八
月
『
詩
人
』
に
発
表
さ
れ
た
川
路
柳
虹
の
「
塵
溜
」
を
皮
切
り
に
、

口
語
自
由
詩
へ
と
、
方
向
を
転
換
し
て
い
く
。
こ
う
し
た
革
新
運
動
の
中
心
的
存
在
で
あ
っ
た
の
が
、
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『
早
稲
田
文
学
』
陣
営
で
あ
っ
た
。
『
早
稲
田
文
学
』
で
は
、
自
然
主
義
小
説
に
関
す
る
記
事
が
掲
載

さ
れ
た
り
、
自
然
主
義
に
つ
い
て
の
特
集
号
が
組
ま
れ
た
り
と
、
自
然
主
義
の
牙
城
と
も
言
う
べ
き
存

在
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の
『
早
稲
田
文
学
』
の
中
で
中
心
的
な
人
物
と
し
て
、
島
村
抱
月
と
相
馬
御
風

が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
両
者
は
、
小
説
批
評
の
み
な
ら
ず
、
詩
論
も
発
表
し
て
い
る
。 

ま
ず
は
、
島
村
抱
月
の
詩
論
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
。
彼
の
代
表
的
な
詩
論
は
、
明
治
四
十
年
十
一

月
『
詩
人
』
に
発
表
さ
れ
た
「
現
代
の
詩
」
で
あ
る
。
こ
の
中
で
抱
月
は
、
実
際
生
活
に
基
づ
く
詩
作

を
進
め
る
こ
と
を
要
求
す
る
。 

 

僕
な
ど
が
日
本
の
新
體
詩
を
讀
ん
で
先
づ
感
ず
る
の
は
、
其
の
直
接
で
な
い
事
、
即
ち
デ
イ
レ
ク

ト
ネ
ス
、
ス
ト
レ
イ
ト
ネ
ス
が
缺
け
て
ゐ
る
點
で
あ
る
。
之
は
眞
直
に
實
際
生
活
に
接
し
て
ゐ
な

い
と
い
ふ
意
味
で
、
掩
ふ
可
か
ら
ざ
る
事
實
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。 

  

こ
の
よ
う
に
、
抱
月
に
は
新
体
詩
が
「
實
際
生
活
に
接
し
て
ゐ
な
い
」
も
の
と
映
っ
て
い
た
。
あ
く

ま
で
も
詩
は｢

ラ
イ
フ
に
ス
ト
レ
イ
ト｣

で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
抱
月
に
と
っ
て
、
夢
見

心
地
や
夢
想
状
態
を
素
材
と
し
た
も
の
や
、
空
想
に
彩
ら
れ
た
世
界
の
描
写
と
い
っ
た
詩
は
、
現
実
生

活
か
ら
乖
離
し
た
も
の
で
あ
る
と
見
え
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。『
有
明
集
』
の
作
で
言
え
ば
、「
豹
の

血
（
小
曲
八
篇
）
」
中
の
「
若
葉
の
か
げ
」
な
ど
が
夢
想
状
態
を
詠
ん
だ
詩
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
そ

の
冒
頭
部
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。 

 

薄
曇

う
す
ぐ
も

り
た
る
空そ

ら

の
日ひ

や
、
日ひ

も
柔や

は

ら
ぎ
ぬ
、 

木
犀

も
く
せ
い

の
若
葉

わ

か

ば

の
蔭か

げ

の
か
け
椅
子

い

す

に 

靠も
た

れ
て
あ
れ
ば
物も

の

な
べ
て
お
ぼ
め
き
わ
た
れ
、 

夢
の
う
ち
の
歌う

た

の
調

し
ら
べ

と
暢の

び
ら
か
に
。（
第
一
連
） 

 

と
、
木
陰
で
夢
想
に
耽
る
様
子
が
描
写
さ
れ
、
第
二
連
以
降
で
は
、
夢
想
状
態
に
あ
る
精
神
が
と
ら
え

た
も
の
が
次
々
と
描
写
さ
れ
て
い
く
。
こ
う
し
た
夢
想
状
態
を
描
い
た
詩
が
、
抱
月
の
言
う
と
こ
ろ
の

「
ラ
イ
フ
に
ス
ト
レ
イ
ト
」
で
な
い
と
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
抱
月
の
批
判
は
有
明
に
限
っ
た
こ
と
で

は
な
く
、
薄
田
泣
菫
の
作
に
も
見
ら
れ
る
「
幻
な
り
き
、
事
映
の
消
え
ゆ
く
に
こ
そ
、」（「
幻
な
り
き
」
）

「
ま
ど
ろ
み
の
夢
路
は
覚
め
ぬ
、」（「
月
見
草
の
歌
へ
る
」）iii

と
い
っ
た
、
幻
や
夢
を
歌
う
、
当
時
の

詩
に
向
け
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
新
体
詩
に
対
し
て
抱
月
は
要
求
を
続
け
る
。 

 

新
體
詩
で
は
歌
つ
て
ゐ
る
感
想
は
或
る
程
度
ま
で
現
代
青
年
の
所
謂
近
代
的
憂
愁
、
近
代
的
省
察
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の
傾
向
を
持
て
る
も
の
と
は
思
つ
て
ゐ
る
。
然
し
そ
れ
が
如
何
に
も
朧
ろ
げ
で
、
廻
り
く
ど
く
、

切
實
に
出
て
ゐ
な
い
と
感
ず
る
。（「
現
代
の
詩
」） 

 

と
い
う
よ
う
に
、
「
直
接
」
で
あ
る
こ
と
を
欠
い
て
い
る
新
体
詩
の
何
処
が
問
題
で
あ
る
か
と
い
う
こ

と
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
「
感
想
」
に
対
し
て
は
「
或
る
程
度
」
ま
で
は
一
応
の
評

価
を
し
て
い
る
。
問
題
は
、
そ
の
「
感
想
」
が
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
さ
れ
る
際
に
生
じ
る
。
「
直
接
」
に
そ

の
ま
ま
に
赤
裸
々
に
表
出
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
何
ら
か
の
原
因
に
よ
っ
て
「
朧
ろ
げ
で
、
廻
り
く
ど

く
」
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
抱
月
は
問
題
視
し
て
い
る
。
抱
月
の
言
う
と
こ
ろ
の
、
「
ス
ト
レ

イ
ト
」
の
軽
視
を
問
題
視
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
抱
月
は
「
近
代
的
」
な
「
感
想
」
を
備
え
て
は
い
る

も
の
の
、
彼
の
望
む
「
深
い
印
象
と
強
い
調
子
」
が
全
く
備
わ
っ
て
い
な
い
と
主
張
す
る
。 

 

こ
う
し
た
現
状
の
新
体
詩
に
対
し
て
抱
月
の
差
し
出
し
た
処
方
箋
は 

 

直
接
た
り
得
ん
が
爲
め
に
、
何
等
か
の
手
段
に
依
つ
て
言
葉
と
語
法
の
ク
ラ
シ
シ
ズ
ム
を
破
る
事

が
根
本
の
問
題
で
あ
る
。
其
の
手
段
は
と
云
つ
て
今
明
か
に
指
示
す
る
事
は
出
來
ぬ
が
、
漠
然
た

る
希
望
を
云
へ
ば
、
即
ち
民
謠
に
歸
る
事
、
之
が
日
本
の
新
代
の
詩
の
道
を
啓
く
所
以
で
は
な
い

か
。
い
つ
か
一
度
は
茲
に
歸
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。（
「
現
代
の
詩
」
） 

 

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
兎
に
も
角
に
も
、
形
式
面
で
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
は
「
言
葉
と
語
法
の

ク
ラ
シ
シ
ズ
ム
」
を
破
壊
す
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
内
容
が
近
代
的
な
も
の
へ
と
進
ん
だ
に
も

関
わ
ら
す
、
形
式
が
旧
態
の
ま
ま
で
固
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
原
因
と
な
っ
て
内
容
が
詩
へ
と
形
作

ら
れ
る
際
に
「
朧
ろ
げ
で
、
廻
り
く
ど
く
」
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
と
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
見
え

る
。
そ
こ
で
、
近
代
的
な
形
式
と
し
て
は
っ
き
り
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
が
、
漠
然
と
「
民
謠
」
を

提
言
す
る
。
し
か
し
、
抱
月
の
言
う
「
民
謠
」
は
既
成
の
民
謡
の
よ
う
な
調
べ
を
用
い
た
形
式
を
指
し

て
い
る
の
で
は
な
い
。
「
古
民
謠
の
模
倣
と
か
、
一
部
分
を
離
し
て
現
今
の
言
葉
で
綴
る
と
か
い
ふ
の

類
」
は
決
し
て
抱
月
の
「
民
謠
」
が
意
味
し
て
い
る
方
面
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
い
っ
た
類
の
も
の

で
は
な
く
、
「
何
か
別
途
の
工
夫
」
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
抱
月
の
言
う
「
民
謠
」
は
、
生
活

実
感
に
根
差
し
た
詩
歌
の
形
式
と
い
う
程
度
の
意
味
で
「
民
謠
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
更
に
、

こ
う
し
た
「
ク
ラ
シ
シ
ズ
ム
」
を
破
壊
す
る
方
法
と
し
て
「
言
文
一
致
」
を
掲
げ
る
。
抱
月
は
近
代
特

有
の
「
近
代
的
憂
愁
」
「
近
代
的
省
察
」
を
表
現
す
る
に
相
応
し
い
形
式
は
近
代
の
言
語
、
つ
ま
り
は

口
語
に
よ
る
形
式
に
よ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
っ
た
主
張
を
行
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

抱
月
の
主
張
か
ら
す
る
と
、
有
明
の
作
は
生
活
実
感
に
根
差
し
た
も
の
で
な
い
、
夢
想
、
幻
と
い
っ
た

朧
げ
な
「
感
想
」
を
詠
ん
で
い
る
こ
と
と
、
そ
の
形
式
が
口
語
に
よ
る
も
の
で
な
い
点
に
お
い
て
、
評

価
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
詩
論
は
、
『
有
明
集
』
刊
行
の
二
ヶ
月
前
に
発
表
さ
れ
て

い
る
。
既
に
詩
壇
は
、
自
然
主
義
小
説
的
な
リ
ア
リ
ズ
ム
を
詩
に
お
い
て
も
求
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い

た
の
で
あ
る
。
こ
の
抱
月
の
主
張
に
呼
応
す
る
か
の
よ
う
に
、
抱
月
と
同
じ
『
早
稲
田
文
学
』
陣
営
か

ら
、
相
馬
御
風
の
詩
論
が
挙
げ
ら
れ
る
。 
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御
風
は
『
有
明
集
』
が
刊
行
さ
れ
た
翌
月
明
治
四
十
一
年
二
月
か
ら
、
二
ヶ
月
に
渡
り
『
早
稲
田
文

学
』
に
詩
論
を
掲
載
す
る
。
二
月
に
発
表
さ
れ
た
「
自
ら
欺
け
る
詩
界
」
で
は
、
抱
月
と
同
様
に
、「
何

よ
り
も
先
づ
詩
人
自
ら
が
胸
の
奥
な
る
「
我
れ
」
そ
の
も
の
ゝ
聲
を
聽
か
ん
事
」
と
し
て
、
生
活
実
感

に
根
差
す
こ
と
を
要
求
す
る
。
そ
し
て
、
続
く
三
月
の
「
詩
界
の
根
本
的
革
新
」
に
お
い
て
、
要
求
の

矛
先
は
、
内
容
か
ら
形
式
へ
と
移
っ
て
い
く
。 

 

自
分
は
詩
界
に
於
け
る
自
然
主
義
を
主
張
す
る
と
共
に
、
こ
ゝ
に
具
體
的
な
要
求
の
一
二
を
提
供

し
た
い
。
一
は
詩
の
用
語
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
は
抱
月
氏
が
嘗
て
主
張
さ
れ
た
と
殆
ど
同
じ
意
味

に
於
て
、
詩
の
用
語
は
口
語
た
る
べ
し
と
云
ふ
の
で
あ
る
。（
中
略
）
自
分
等
の
要
求
す
る
所
は
、

絶
對
的
に
現
在
吾
人
の
用
ふ
る
口
語
で
あ
る
。 

 

第
二
の
要
求
は
、
詩
調
で
あ
る
。
こ
れ
も
従
來
の
如
く
、
紙
に
向
ひ
筆
を
持
て
の
上
の
シ
ラ
ブ
ル

の
組
み
合
は
せ
で
な
く
し
て
、
絶
對
的
に
自
由
な
る
情
緒
主
觀
さ
な
が
ら
の
リ
ズ
ム
で
あ
る
。（
中

略
）
絶
對
的
に
舊
來
の
詩
調
を
破
壊
す
る
事
を
提
出
す
る
。 

 

第
三
に
、
自
分
の
要
求
す
る
所
は
、
行
と
聯
と
の
制
約
破
壊
で
あ
る
。
用
語
が
口
語
に
な
り
、
調

が
自
由
に
な
つ
て
も
行
の
長
さ
と
、
聯
の
數
や
一
聯
中
に
收
め
る
行
數
の
制
約
が
あ
つ
て
は
、
矢

張
り
だ
め
で
あ
る
。
即
ち
自
分
は
詩
界
革
新
の
第
三
要
求
と
し
て
行
及
び
聯
の
絶
對
的
自
由
を
要

求
す
る
。 

 

と
い
う
よ
う
に
、
三
つ
の
要
求
を
行
う
の
で
あ
る
。
要
求
の
内
容
は
、
要
す
る
に
形
式
は
口
語
自
由
詩

で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
御
風
の
言
う
「
主
觀
さ
な
が
ら
の
形
式
」
と
い
う
の

は
、
口
語
自
由
詩
の
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。 

 

こ
の
「
詩
界
の
根
本
的
革
新
」
が
掲
載
さ
れ
た
『
早
稲
田
文
学
』
に
は
御
風
生
の
名
で
「『
有
明
集
』

を
讀
む
」
と
い
う
書
評
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
有
明
の
作
が
技
巧
過
多
で
あ
る
点
に
対
し

て
、「
苦
痛
、
悲
哀
そ
の
も
の
を
歌
は
ず
に
、
苦
痛
や
悲
哀
を
樂
し
み
な
が
ら
歌
つ
て
居
る
」「
遊
戯
詩

の
域
」
を
出
な
い
、
と
痛
烈
に
批
判
す
る
。
「
形
を
先
に
し
て
起
つ
た
わ
が
國
の
新
體
詩
」
の
形
式
を

用
い
て
い
る
よ
う
で
は
、
詩
に
未
来
は
な
く
、
「
新
體
詩
の
効
果
を
全
然
棄
却
し
た
上
に
」
新
た
な
詩

を
作
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
、
有
明
を
「
新
體
詩
の
最
後
の
勝
利
者
」
と
位
置
づ
け
て
い
る
。 

 

こ
こ
で
述
べ
て
お
き
た
い
の
は
、
近
代
人
の
生
活
実
感
を
歌
う
の
で
あ
る
か
ら
、
近
代
の
言
葉
で
あ

る
口
語
を
用
い
て
詩
作
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
主
張
は
、
一
見
す
る
と
そ
の
通
り
と
思
わ
さ
れ
る
。
し

か
し
、
本
当
に
そ
う
だ
ろ
う
か
。
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
口
語
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
対
象
と
い
う
の
は
、

概
念
化
さ
れ
、
既
に
認
識
さ
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
口
語
を
用
い
る
べ
き
だ
と
い

う
の
は
、
近
代
人
に
よ
っ
て
、
既
に
概
念
化
さ
れ
た
存
在
を
言
い
表
す
た
め
の
論
理
で
あ
り
、
生
活
実

感
と
い
う
の
は
、
既
に
口
語
と
い
う
言
語
に
よ
っ
て
掬
い
取
ら
れ
た
、
対
象
の
一
部
分
、
表
層
で
し
か

な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
人
は
、
未
だ
言
語
化
さ
れ
て
い
な
い
、
表
層
の
背
後
に
あ
る
概
念
、
概
念
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と
も
呼
べ
な
い
よ
う
な
実
感
、
存
在
を
表
現
す
る
に
は
、
ど
の
よ
う
な
言
語
を
用
い
る
べ
き
な
の
だ
ろ

う
か
。
未
だ
言
語
化
さ
れ
て
い
な
い
、
言
語
道
断
の
境
を
表
す
為
に
は
、
既
成
の
言
語
で
は
不
可
能
と

い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
が
、
新
語
を
作
る
わ
け
に
も
い
か
な
い
。
そ
こ
で
詩
人
は
既
成
の
言
語
の
中

で
、
新
た
な
組
み
合
わ
せ
を
試
し
、
口
語
の
み
な
ら
ず
、
広
く
古
語
に
ま
で
語
彙
を
求
め
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
点
に
関
し
て
一
切
触
れ
る
こ
と
な
く
、
抱
月
、
御
風
両
者
は
、
生
活
実
感
を

歌
う
た
め
に
口
語
を
、
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
両
者
の
言
う
生
活
実
感
と
い
う
の

は
、
口
語
で
表
現
す
る
こ
と
の
で
き
る
、
言
わ
ば
表
層
的
な
も
の
を
指
し
て
い
る
こ
と
は
、
指
摘
し
て

お
き
た
い
。 

 

有
明
に
向
け
ら
れ
た
酷
評
の
内
容
は
、
次
の
二
点
に
要
約
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
一
点
目
は
、
詩
に
詠

ま
れ
る
詩
想
が
、
夢
想
状
態
や
幻
と
い
っ
た
、
生
活
実
感
に
根
差
さ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
二
点
目

は
、
詩
の
形
式
が
口
語
自
由
詩
で
は
な
く
、
文
語
定
型
詩
で
あ
る
こ
と
。
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ

れ
に
対
し
て
、
有
明
の
詩
論
、
自
然
観
と
は
ど
う
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
『
春
鳥
集
』

自
序
へ
と
目
を
向
け
て
み
よ
う
。 

 

二 

『
春
鳥
集
』
自
序
に
見
ら
れ
る
有
明
の
世
界
観 

  

前
述
し
た
通
り
、
蒲
原
有
明
は
自
ら
の
詩
論
に
つ
い
て
、
多
く
は
語
っ
て
こ
な
か
っ
た
。
自
ら
の
詩

論
を
語
る
よ
り
も
、
実
作
で
示
す
方
が
圧
倒
的
に
多
い
詩
人
で
あ
っ
た
。
そ
の
有
明
が
、
自
ら
の
詩
論

に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
文
章
と
し
て
、『
春
鳥
集
』
自
序
は
多
く
の
注
目
を
集
め
て
き
た
。
そ
こ
に
は
、

次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。 

 

「
自
然
」
を
識
る
は
「
我
」
を
識
る
な
り
。
譬
へ
ば
「
自
然
」
は
豹
の
斑
に
し
て
、
「
我
」
は
豹

の
瞳
子
の
如
き
か
。「
自
然
」
は
死
豹
の
皮
に
あ
ら
ざ
れ
ば
徒
に
讌
敷
き
難
く
、「
我
」
は
ま
た
冷

然
た
る
他
が
眼
に
あ
ら
ざ
れ
ば
決
し
て
空
漠
の
見
を
容
れ
ず
。「
わ
れ
」
に
生
き
「
自
然
」
に
輝

き
て
、
一
箇
の
靈
豹
は
詩
天
の
苑
に
入
ら
む
と
す
る
な
り
。 

  

こ
の
箇
所
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
多
く
の
先
行
研
究iv

で
取
り
上
げ
ら
れ
、
主
客
一
如
と
い
っ
た
世
界

観
が
表
れ
て
い
る
と
い
う
見
方
が
一
般
的
で
あ
る
。
観
察
の
主
体
で
あ
る
「
我
」
と
、
観
察
の
対
象
、

客
体
で
あ
る
「
自
然
」
と
が
同
じ
一
個
の
「
豹
」
に
例
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
主
客
一

如
の
考
え
が
表
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
関
し
て
異
論
は
な
い
で
あ
ろ
う
。 

 

し
か
し
、
筆
者
は
こ
こ
で
「
我
」
を
「
冷
然
た
る
他
が
眼
に
あ
ら
ざ
」
る
と
し
、
「
自
然
」
を
「
死

豹
の
皮
に
あ
ら
ざ
」
る
と
し
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
。
こ
こ
で
は
、
「
我
」
も
「
自
然
」
も
共
に
生

き
て
い
る
存
在
で
あ
る
と
い
う
意
識
が
表
れ
て
い
る
。
主
体
と
客
体
と
い
っ
た
観
察
の
構
図
に
は
、
動

か
な
い
主
体
と
、
動
か
な
い
客
体
、
も
し
く
は
動
く
客
体
と
の
係
わ
り
合
い
と
い
っ
た
関
係
が
意
識
さ

れ
が
ち
で
あ
る
が
、
有
明
は
そ
う
で
は
な
い
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
主
体
で
あ
る
「
我
」
も
客
体

で
あ
る
「
自
然
」
も
共
に
生
き
て
い
て
、
と
も
に
動
い
て
い
る
。
言
わ
ば
動
対
動
の
関
係
性
を
結
ん
で
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い
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
の
動
対
動
の
関
係
に
お
い
て
生
じ
た
一
瞬
の
交
わ
り
を
捉
え
て
こ
そ
、「
一

箇
の
靈
豹
は
詩
天
の
苑
に
入
」
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
一
瞬
の
交
わ
り
を
言
語

化
す
る
こ
と
が
、
そ
の
ま
ま
詩
作
に
な
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
有
明
は
「
自
然
」
と
「
我
」
と
が
同

じ
「
豹
」
で
あ
る
、
有
機
的
な
連
続
体
と
し
て
捉
え
て
お
り
、
な
お
か
つ
こ
の
双
方
は
、
共
に
生
き
て

い
る
。
そ
の
た
め
、
有
機
的
な
連
続
体
が
、
動
対
動
と
い
う
関
係
性
を
結
ぶ
こ
と
で
生
ま
れ
る
一
瞬
の

交
わ
り
に
こ
そ
、
本
質
的
な
る
も
の
が
存
在
す
る
と
し
、
そ
の
交
わ
り
を
言
語
に
よ
っ
て
切
り
取
り
、

描
き
出
す
こ
と
こ
そ
が
、
詩
作
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

有
機
的
な
連
続
体
と
し
て
繋
が
っ
て
い
る
も
の
同
士
に
お
け
る
動
対
動
の
関
係
性
と
い
う
の
は
、
よ

り
具
体
的
に
す
る
と
、
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
筆
者
は
、
そ
の
点
に
つ
い
て
、
有
明

は
、
先
に
挙
げ
た
引
用
に
続
く
部
分
で
有
明
が
言
及
し
て
い
る
と
考
え
る
。
そ
の
箇
所
は
次
の
部
分
で

あ
る
。 

  
 

視
聽
等
は
ま
た
相
交
錯
し
て
、
近
代
人
の
情
念
に
雑
り
、
こ
こ
に
銀
光
の
音
あ
り
、
こ
こ
に
嚠
喨

の
色
あ
り
。 

  

こ
の
箇
所
は
、
『
春
鳥
集
』
自
序
に
お
い
て
、
官
能
の
交
錯
、
い
わ
ゆ
る
コ
レ
ス
ポ
ン
ダ
ン
ス
に
つ

い
て
述
べ
た
箇
所
と
し
て
有
名
な
部
分
で
あ
る
。
し
か
し
、
筆
者
は
こ
こ
で
、
こ
の
官
能
の
交
錯
を
引

き
起
こ
す
も
の
に
つ
い
て
注
目
し
た
い
。「
銀
光
の
音
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
音
と
い
う
、「
自
然
」
の

側
に
色
が
存
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
音
を
聞
い
た
「
我
」
の
側
が
音
に
色
を
感
じ
る
の
か
、
ど
ち
ら
な

の
で
あ
ろ
う
か
。
一
見
す
る
と
、
音
を
受
容
す
る
主
体
で
あ
る
「
我
」
内
部
に
お
い
て
官
能
の
交
錯
が

生
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
我
」
の
側
が
音
に
色
を
感
じ
る
要
素
を
備
え
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、

有
明
は
あ
く
ま
で
も
主
客
の
関
係
を
動
対
動
と
し
て
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
有
機
的
な
連
続
体
同
士

に
よ
る
関
係
と
し
て
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
銀
光
の
音
」
と
い
っ
て
も
、
音
自
体
が
色

と
音
と
に
分
か
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
客
体
で
あ
る
音
の
側
に
も
、
色
と
音
と
い
う
一
般
的
に
は

分
か
た
れ
て
い
る
要
素
が
共
に
繋
が
り
あ
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
受
容
す
る
主
体
で
あ
る
「
我
」
の
側
に

も
、
聴
覚
と
視
覚
と
い
う
一
般
的
に
は
分
断
さ
れ
て
い
る
要
素
が
共
に
繋
が
り
あ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、「
銀
光
の
音
」
が
あ
り
、「
嚠
喨
の
色
」
が
存
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
官
能
の
交
錯
と

い
う
の
は
、
観
察
の
主
体
で
あ
る
「
我
」
内
部
に
お
け
る
問
題
な
の
で
は
な
く
、
観
察
の
客
体
と
な
る

「
自
然
」
に
お
い
て
も
、
有
機
的
な
連
続
体
と
し
て
捉
え
る
こ
と
で
引
き
起
こ
さ
れ
る
も
の
と
考
え
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。
先
の
引
用
部
分
か
ら
の
、
主
客
一
如
と
い
う
考
え
か
ら
す
る
と
、
ど
ち
ら
が
ど
ち
ら

を
と
い
っ
た
観
点
は
、
あ
ま
り
意
味
を
な
さ
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
こ
で
は
、
い
わ
ゆ
る
主
体
も
、

い
わ
ゆ
る
客
体
も
、
そ
の
ど
ち
ら
も
が
、
境
界
を
持
た
な
い
有
機
的
な
連
続
体
で
あ
る
と
い
う
認
識
が

重
要
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
た
め
、
こ
の
官
能
の
交
錯
と
し
て
受
け
取
ら
れ
る
「
銀
光
の
音
」

も
「
嚠
喨
の
色
」
も
、
万
物
が
主
客
も
包
括
し
た
有
機
的
な
連
続
体
で
あ
る
と
い
う
、
有
明
の
世
界
観

の
現
れ
と
し
て
受
け
取
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。 

 

こ
こ
ま
で
に
指
摘
し
た
、
主
客
一
如
、
有
機
的
な
連
続
体
同
士
に
よ
る
動
対
動
の
関
係
性
、
と
い
う
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も
の
が
、
有
明
の
詩
作
に
は
ど
の
よ
う
に
現
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。 

 

と
こ
ろ
で
、
有
明
詩
の
一
つ
の
特
徴
と
し
て
、
水
に
関
わ
る
素
材
が
多
く
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
挙
げ

ら
れ
る
。
『
有
明
集
』
「
豹
の
血
（
小
曲
八
篇
）
」
を
見
渡
し
た
だ
け
で
も
、
そ
れ
と
気
付
く
程
に
、
水

に
関
わ
る
素
材
が
多
く
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
るv

。
何
故
有
明
は
こ
の
水
に
関
わ
る
素
材
に
こ

だ
わ
り
を
見
せ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
筆
者
は
、
水
と
い
う
素
材
の
持
つ
、
映
す
と
い
う
性
質
に
大
き

く
関
わ
り
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
考
え
た
。
主
客
一
如
と
い
う
世
界
観
を
持
っ
て
い
た
よ

う
に
、
有
明
に
は
こ
の
見
る
も
の
、
見
ら
れ
る
も
の
と
い
う
「
見
る
」
こ
と
に
対
す
る
関
心
が
大
き
か

っ
た
よ
う
に
思
う
。
こ
の
「
見
る
」
と
い
う
こ
と
と
似
た
性
質
を
持
つ
も
の
と
し
て
、
自
然
物
を
見
渡

す
と
、
「
映
す
」
も
の
が
見
え
て
く
る
。
例
え
ば
、
鏡
や
ガ
ラ
ス
、
そ
し
て
、
水
面
と
い
っ
た
水
に
関

わ
る
素
材
で
あ
る
。
有
明
は
「
見
る
」
と
い
う
こ
と
に
強
い
関
心
を
寄
せ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、「
映
す
」

も
の
で
あ
る
水
に
関
わ
る
素
材
を
多
く
用
い
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
で
は
、
水
に
関
す
る
素

材
を
用
い
て
、
有
明
は
先
に
挙
げ
た
二
点
の
世
界
観
を
ど
の
よ
う
に
描
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。「
水

の
お
も
」v

i

を
挙
げ
て
考
え
て
み
た
い
。 

「
水
の
お
も
」
は
、
次
の
よ
う
に
始
ま
る
。 

  
 

い
と
小ち

さ
き
窓ま

ど 

 
 

晝ひ
る

も
夜よ

も
絶た

え
ず
ひ
ら
き
て
、 

 
 

劃か
ぎ

ら
れ
し
水み

づ

の
面も

の 

 
 

た
ゆ
た
ひ
を
の
み 

 
 

倦う
ん

じ
た
る
こ
こ
ろ
に
し
め
す
。（
第
一
連
） 

  

こ
の
「
水
の
お
も
」
は
、
小
さ
な
窓
か
ら
見
え
る
水
面
の
よ
う
す
を
描
写
す
る
こ
と
で
展
開
さ
れ
る
。

こ
こ
で
は
、
水
に
関
わ
る
素
材
で
あ
る
水
面
よ
り
も
、
こ
の
「
水
の
お
も
」
の
情
景
の
フ
レ
ー
ム
と
し

て
働
い
て
い
る
「
小
さ
き
窓
」
に
注
目
し
た
い
。
こ
の
窓
は
、
「
自
然
」
の
側
で
あ
る
水
面
と
、
「
我
」

の
側
で
あ
る
詩
の
主
体
と
の
間
に
立
つ
存
在
と
し
て
位
置
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
ど
ち
ら
に
も
含
ま

れ
な
い
、
と
い
う
よ
り
は
、
そ
の
双
方
を
繋
ぐ
存
在
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
窓
は

水
面
の
様
子
を
映
す
存
在
で
あ
る
と
同
時
に
、
情
景
の
フ
レ
ー
ム
、
す
な
わ
ち
、
観
察
す
る
主
体
と
し

て
の
存
在
で
も
あ
り
得
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
詩
の
主
体
の
目
に
よ
る
観
察
を
描
く
の
で
も
、
水
面

の
様
子
だ
け
を
描
く
の
で
も
な
く
、
「
小
さ
き
窓
」
と
い
う
枠
に
縁
取
ら
れ
た
「
水
の
面
」
を
描
く
こ

と
に
よ
っ
て
、
「
自
然
」
と
「
我
」
と
の
間
に
、
双
方
を
繋
ぐ
存
在
を
作
り
出
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

こ
の
「
小
さ
き
窓
」
と
い
う
存
在
に
お
い
て
、
観
察
の
主
体
で
あ
る
詩
の
主
体
と
、
観
察
の
客
体
で
あ

る
「
水
の
面
」
と
が
繋
が
る
と
と
も
に
、
関
係
し
て
い
る
と
い
う
構
造
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
「
水
の
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お
も
」
で
は
、
「
小
さ
き
窓
」
に
映
る
「
水
の
面
」
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
さ
に
、
主
客
一
如
を

実
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

詩
の
主
体
は
、
こ
の
「
小
さ
き
窓
」
か
ら
、「
劃
ら
れ
し
水
の
面
」
を
眺
め
て
い
く
。 

  
 

淀よ
ど

め
る
沼ぬ

ま

か
、 

 
 

大
河

お
ほ
が
は

か
、
は
た
や
入
江

い

り

え

か
、 

 
 

水み
づ

の
面も

の
一
片

ひ
と
ひ
ら

を
、 

 
 

何な
に

は
知し

ら
ね
ど
、 

 
 

絶
間

た

え

ま

な
く
な
が
め
入い

り
ぬ
る
。（
第
二
連
） 

  

こ
こ
で
詩
の
主
体
は
、
「
水
の
面
」
の
正
体
が
何
も
の
で
あ
る
の
か
を
探
ろ
う
と
試
み
て
い
る
の
で

あ
る
が
、
「
沼
」
で
あ
る
の
か
、
「
大
河
」
で
あ
る
の
か
、「
入
江
」
で
あ
る
の
か
、
見
当
が
つ
か
な
い

で
い
る
。
そ
れ
は
、
情
景
が
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
仕
方
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
ま
た
、
同
時
に
、

詩
の
主
体
に
と
っ
て
正
体
が
何
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
問
題
と
な
ら
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
る
。「
沼
」

に
し
ろ
、「
大
河
」
に
し
ろ
、「
入
江
」
に
し
ろ
、
そ
れ
は
水
の
一
状
態
、
一
形
状
を
人
が
名
付
け
、
区

画
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
「
沼
」「
大
河
」「
入
江
」
そ
の
も
の
を
詩
の
主
体
は
見
て
い
る
の
で

は
な
く
、
た
だ
「
小
さ
き
窓
」
に
映
っ
た
「
水
の
面
の
一
片
」
を
見
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
紛
れ

も
な
く
水
そ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
詩
の
主
体
に
と
っ
て
、
水
の
一
状
態
、
一
形
状
を
名
付
け

た
に
過
ぎ
ぬ
名
前
で
の
認
識
は
、
何
の
意
味
も
持
た
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
こ
の
「
小
さ
き
窓
」
に
お

い
て
展
開
さ
れ
る
「
自
然
」
と
「
我
」
の
関
係
と
い
う
の
は
、
詩
の
主
体
と
「
水
」
と
の
関
係
で
あ
り
、

詩
の
主
体
の
相
手
と
な
る
存
在
は
「
沼
」
で
も
「
大
河
」
で
も
「
入
江
」
で
も
あ
り
え
な
く
、
ま
た
、

そ
の
三
者
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
他
の
水
の
姿
全
て
を
包
括
し
た
「
水
」
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
こ
の
「
水
の
お
も
」
に
お
い
て
は
、
限
ら
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
反
対
に
相
手
の
「
水
」
と
い
う

存
在
が
際
限
な
く
広
く
大
き
な
存
在
と
し
て
、
詩
の
主
体
に
認
識
さ
れ
る
と
い
う
逆
説
的
な
関
係
性
を

持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

そ
し
て
、
こ
の
「
小
さ
き
窓
」
に
映
る
「
水
の
面
」
に
お
い
て
、
情
景
で
あ
る
「
水
」
と
、
詩
の
主

体
の
内
面
で
あ
る
「
我
」
の
姿
と
が
、
絡
み
合
っ
て
い
く
。 

  
 

わ
が

魂
た
ま
し
ひ

を 
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解と

き
放は

な

て
、
見み

る
は
崇
高

け

だ

か

き 

 
 

天あ
め

な
ら
ず
、
地つ

ち

な
ら
ず
、 

 
 

た
だ
た
ゆ
た
へ
る 

 
 

水み
づ

の
面も

、
昨
日

き

の

ふ

も
今
日

け

ふ

も
。 

  
 

世よ

を
ば
照て

ら
さ
む 

 
 

不
思
議

ふ

し

ぎ

は
も
耀

か
ゞ
や

き
出い

で
ね
と 

 
 

待ま

ち
け
れ
ば
、
こ
は
い
か
に
、 

 
 

わ
が

魂
た
ま
し
ひ

か
、 

 
 

白
鵠

び
ゃ
っ
こ
ふ

は
水み

づ

に
映う

つ

り
ぬ
。（
第
五
‐
六
連
） 

  

小
さ
い
窓
に
縁
取
ら
れ
た
水
面
と
い
う
、「
劃
ら
れ
し
」
世
界
は
、「
水
」
全
体
と
い
う
範
囲
に
留
ま

ら
ず
、
「
我
」
の
内
部
に
通
じ
る
所
ま
で
、
そ
の
範
囲
を
広
げ
て
い
く
。
た
だ
じ
っ
と
「
小
さ
き
窓
」

の
映
す
「
水
の
面
」
を
眺
め
続
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
限
ら
れ
た
世
界
が
内
包
し
て
い
る
広
大
な

範
囲
の
存
在
が
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。
詩
の
主
体
の
意
識
が
「
窓
」
そ
の
も
の
と
な
り
、
「
窓
」
に

水
面
が
映
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
双
方
が
通
じ
合
い
、
照
応
し
て
い
る
様
子
が
、
「
白
鵠
」
の
姿
と
な
っ

て
描
き
出
さ
れ
る
。
し
か
し
、
双
方
が
絡
み
合
い
照
応
し
た
瞬
間
に
、
そ
れ
も
束
の
間
と
し
て
、
双
方

の
関
係
性
は
変
容
し
て
し
ま
う
。
「
自
然
」
と
「
我
」
と
が
一
体
で
あ
る
と
い
う
感
覚
を
味
わ
っ
た
次

の
瞬
間
に
は
、
そ
れ
は
過
去
の
も
の
へ
と
変
わ
り
、
内
面
世
界
は
違
う
形
へ
と
変
形
を
遂
げ
、「
自
然
」

と
「
我
」
と
が
一
体
と
な
っ
た
境
地
は
、
も
ろ
く
も
崩
れ
去
っ
て
し
ま
う
。 

  
 

哀か
な

し
き
鳥と

り

よ
、 

 
 

牲
い
け
に
へ

よ
、
知し

ら
ず
や
、
波な

み

は
、 

 
 

今い
ま

、
溶と

け
し
焰

ほ
の
ほ

な
り
、 
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白し
ろ

き
翅

つ
ば
さ

も 

 
 

た
ち
ま
ち
に
燒や

け
失う

せ
な
ん
ず
。（
第
七
連
） 

  
 

わ
れ
と
嘲あ

ざ

み
て 

 
 

何な
に

も
の
か
わ
れ
に
叛そ

む

き
ぬ
、 

 
 

暗く
ら

き
室む

ろ

、
小ち

さ
き
窓ま

ど

、 

 
 

倦う

み
て
夢ゆ

め

み
し 

 
 

信し
ん

の
夢ゆ

め

、

―
そ
れ
も
空あ

だ

な
り
。（
第
十
一
連
） 

  

詩
の
主
体
の
意
識
と
通
じ
合
い
、
照
応
し
、
今
ま
で
自
ら
の
内
面
を
表
し
て
い
た
水
面
は
、
「
溶
け

し
焔
」
と
な
っ
て
、
「
わ
が
魂
」
で
あ
る
「
白
鵠
」
を
「
燒
」
く
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
何
を
受

け
取
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
一
見
す
れ
ば
、
関
係
性
が
崩
れ
て
し
ま
う
こ
と
か
ら
、
双
方
が
絡

み
合
う
と
い
う
関
係
の
脆
さ
や
弱
さ
が
感
じ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
筆
者
は
そ
う
考
え
な
い
。
む
し
ろ
、

こ
の
関
係
の
瞬
間
性
は
、
『
春
鳥
集
』
自
序
に
あ
っ
た
、
動
対
動
の
関
係
性
か
ら
来
て
い
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
詩
の
主
体
も
生
き
て
い
る
の
で
あ
り
、
水
面
も
時
々
刻
々
と
姿
を
変
ず
る
よ
う
に
生
き

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
双
方
の
関
係
性
も
変
化
し
て
止
ま
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ

そ
、
双
方
が
絡
み
合
い
「
白
鵠
」
の
姿
と
な
っ
て
一
体
と
な
る
瞬
間
を
捉
え
ら
れ
た
こ
と
こ
そ
に
価
値

が
あ
り
、
次
の
瞬
間
に
そ
の
姿
が
変
ず
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
次
の
瞬
間
に
姿
が
変

わ
り
、
関
係
が
変
容
し
て
し
ま
う
か
ら
こ
そ
、
「
白
鵠
」
の
姿
が
よ
り
一
層
価
値
あ
る
瞬
間
と
し
て
輝

く
の
で
あ
る
。
「
小
さ
き
窓
」
に
お
け
る
交
感
と
い
う
形
而
上
的
接
触
は
、
そ
の
関
係
性
に
よ
っ
て
、

脆
弱
で
儚
い
も
の
と
し
て
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
脆
弱
さ
、
儚
さ
に
よ
っ
て
、
「
白
鵠
」
と

な
っ
た
瞬
間
が
よ
り
価
値
あ
る
交
感
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
「
水
の
お
も
」
で
は
、
「
小
さ
き
窓
」
と
い
う
、
有
明
に
と
っ
て
は
特
異
な
素
材
に
よ
っ
て
、

「
我
」
と
「
自
然
」
と
が
絡
み
合
い
、
照
応
す
る
世
界
を
描
き
出
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
動
対
動
の
関

係
性
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
、
決
し
て
マ
イ
ナ
ス
の
価
値
を
持
た
な
い
脆
弱
さ
、
儚
さ
に
よ
っ
て
、

一
瞬
が
価
値
あ
る
瞬
間
へ
と
変
じ
て
い
た
。
こ
こ
で
、
脆
弱
で
、
儚
く
、
そ
し
て
形
而
上
で
あ
る
存
在

と
し
て
、
「
人
魚
の
海
」
で
見
た
「
幻
の
界
」
が
思
い
浮
か
ば
な
い
だ
ろ
う
か
。
有
明
の
描
く
幻
は
、

「
水
の
お
も
」
で
の
「
小
さ
き
窓
」
で
の
交
感
の
よ
う
に
、
動
対
動
の
関
係
性
の
一
瞬
を
切
り
取
っ
た

よ
う
な
効
果
を
発
揮
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
で
は
、
有
明
の
詩
論
、
自
然
観
を
お
さ
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え
た
上
で
、
当
時
の
詩
壇
が
要
求
し
て
い
た
口
語
自
由
詩
の
要
求
に
つ
い
て
、
有
明
の
実
作
か
ら
考
え

て
み
た
い
。 

 

三 

口
語
自
由
詩
か
文
語
定
型
詩
か 

  

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
有
明
詩
は
、
そ
の
形
式
が
文
語
定
型
で
あ
る
こ
と
を
批
判
さ
れ
て
い
る
。
近

代
の
詩
想
を
率
直
に
表
す
た
め
に
は
、
近
代
の
言
葉
で
あ
る
口
語
を
用
い
、
詩
形
に
制
約
が
あ
っ
て
は

い
け
な
い
と
い
う
主
張
に
そ
ぐ
わ
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。
有
明
は
自
ら
が
文
語
を
用
い
る
こ
と
に
つ

い
て
、
既
に
『
春
鳥
集
』
自
序
で 

  
 

音
節
、
格
調
、
措
辭
、
造
語
の
新
意
に
適
は
む
こ
と
を
求
む
る
と
共
に
、
邦
語
の
制
約
を
寛
う
し

て
、
近
代
の
幽
致
を
寓
せ
易
か
ら
し
め
む
と
す
る 

 

と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
有
明
の
文
語
、
古
語
は
、
単
に
古
い
も
の
で
は
な
く
、
「
近
代

の
幽
致
」
を
表
す
た
め
に
「
邦
語
の
制
約
」
を
緩
和
し
て
用
い
ら
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
点
か

ら
、
有
明
の
言
う
「
近
代
の
幽
致
」
と
は
、
抱
月
ら
の
言
う
生
活
実
感
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
既

成
の
言
語
で
は
捉
え
ら
れ
て
い
な
い
境
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
既
成
の
言
語
で
捉
え
ら
れ
て
い
な
い

と
い
う
こ
と
は
、
口
語
か
文
語
か
と
い
う
点
は
、
問
題
に
な
ら
な
く
な
る
。
捉
え
ら
れ
、
概
念
化
さ
れ

て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
境
を
表
す
と
い
う
こ
と
は
、
既
成
の
言
語
を
用
い
て
、
既
成
の
言
語

が
概
念
化
し
て
い
な
い
境
を
描
く
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
生
活
実
感
や
、
近
代
人
の
近
代
生
活
に
お

け
る
実
感
と
い
う
層
と
は
、
異
な
っ
た
層
へ
と
目
を
向
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
有
明
は
抱
月

や
御
風
よ
り
も
、
一
層
深
い
層
に
あ
る
詩
想
を
描
こ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
近
代
の
感
想
で
あ
る

か
ら
、
近
代
の
言
葉
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
っ
た
抱
月
ら
の
考
え
で
は
な
く
、
有
明
は
「
近
代
の

幽
致
」
を
表
す
に
適
切
な
詩
句
を
探
し
、
近
代
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
た
口
語
に
留
ま
る
こ
と
な
く
、

広
く
詩
句
を
求
め
、
文
語
に
辿
り
着
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
抱
月
ら
は
近
代
の
生
活
実
感
に
、
有
明
は

「
近
代
の
幽
致
」
に
目
を
向
け
て
い
る
。
歌
お
う
と
す
る
感
想
に
既
に
違
い
が
あ
る
こ
と
、
有
明
の
方

が
よ
り
深
層
へ
と
目
を
向
け
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
次
に
自
由
詩
か
定
型
詩
か
と
い
う
点
に
つ
い
て

考
え
て
み
た
い
。 

 

自
由
詩
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
定
型
詩
に
見
ら
れ
た
韻
律
を
廃
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
定

型
詩
の
き
ま
り
き
っ
た
韻
律
で
は
、
御
風
が
言
う
と
こ
ろ
の
「
情
緒
主
觀
さ
な
が
ら
の
リ
ズ
ム
」
が
生

み
出
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
一
定
で
単
調
な
韻
律
の
繰
り
返
し
で
、
韻
律
に
制
約
さ

れ
た
形
式
で
は
、「「
我
れ
」
の
声
」
が
制
限
さ
れ
た
形
で
し
か
表
出
さ
れ
な
い
た
め
に
、
自
由
詩
で
な

く
て
は
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
、
有
明
詩
の
韻
律
が
一
定
で
単
調
な
韻
律
の

繰
り
返
し
で
あ
り
、
韻
律
が
一
つ
の
制
限
と
な
っ
て
い
る
の
か
を
考
え
て
み
た
い
。
こ
こ
で
は
、
先
に

挙
げ
た
「
若
葉
の
か
げ
」
を
再
び
取
り
上
げ
て
考
察
し
て
み
る
。「
若
葉
の
か
げ
」
の
詩
形
は
七
五
七
・

五
七
五
口
語
調
の
ソ
ネ
ッ
ト
と
な
っ
て
い
る
。
以
下
本
文
を
挙
げ
る
。 
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薄
曇

う
す
ぐ
も

り
た
る
空そ

ら

の
日ひ

や
、
日ひ

も
柔や

は

ら
ぎ
ぬ
、 

木
犀

も
く
せ
い

の
若
葉

わ

か

ば

の
蔭か

げ

の
か
け
椅
子

い

す

に 

靠も
た

れ
て
あ
れ
ば
物も

の

な
べ
て
お
ぼ
め
き
わ
た
れ
、 

夢
の
う
ち
の
歌う

た

の
調

し
ら
べ

と
暢の

び
ら
か
に
。 

 

獨
ひ
と
り

か
こ
こ
に
我わ

れ

は
し
も
、
ひ
と
り
か
胸む

ね

の 

浪
を
趁お

ふ

―
常
世

と

こ

よ

の
島し

ま

の
島し

ま

が
根ね

に 

翅
つ
ば
さ

や
す
め
む
海う

み

の
鳥と

り

、
遠と

ほ

き
潮
路

し

ほ

ぢ

の 

浪な
み

枕
ま
く
ら

う
つ
ら
う
つ
ら
の
我わ

れ

な
ら
む
。 

 

半
な
か
ば

ひ
ら
け
る
わ
が
心

こ
ゝ
ろ

、
半

な
か
ば

閉と

ぢ
た
る 

眼め

を
誘さ

そ

ひ
、
げ
に
初
夏

は
つ
な
つ

の
芍
藥

し
や
く
や
く

の
、 

薔
薇

さ

う

び

の
、
罌
粟

け

し

の
美う

ま

し
花は

な

舞ま

ひ
て
ぞ
過す

ぐ
る
、 

 

艶え
ん

だ
ち
て
し
な
ゆ
る
色い

ろ

の
連
彈

つ
れ
び
き

に 

た
ゆ
ら
に
浮う

か

ぶ

幻
ま
ぼ
ろ
し

よ

―
蒸む

し
て
匂に

ほ

へ
る 

蘂す
ゐ

の
星ほ

し

、
こ
は
戀こ

ひ

の
花は

な

、
吉
祥

き
ち
じ
や
う

の
君き

み

。 

  

第
一
連
で
は
、
句
の
切
れ
目
と
行
の
切
れ
目
が
一
致
し
た
、
七
五
七
・
五
七
五
交
互
調
で
、
木
陰
で

椅
子
に
も
た
れ
て
い
る
様
が
描
か
れ
る
。
そ
し
て
、
第
二
連
で
は
、
次
第
に
夢
想
状
態
へ
と
沈
ん
で
い

く
様
が
描
か
れ
る
の
で
あ
る
が
、
第
二
連
で
は
、
調
べ
が
変
化
し
て
い
る
。
一
行
目
と
二
行
目
の
間
を
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句
跨
り
に
よ
っ
て
繋
げ
、
ダ
ッ
シ
ュ
で
句
の
切
れ
目
を
示
す
こ
と
で
、
「
獨
か
こ
こ
に
我
は
し
も
」
と

「
ひ
と
り
か
胸
の
／
浪
を
趁
ふ
」
と
い
う
七
五
調
の
対
句
か
ら
始
ま
る
。
そ
の
ま
ま
七
五
の
単
調
な
リ

ズ
ム
の
繰
り
返
し
と
、
冒
頭
の
対
句
、「
島
の
島
が
根
」「
う
つ
ら
う
つ
ら
」
と
い
っ
た
同
語
の
繰
り
返

し
に
よ
っ
て
、
夢
想
状
態
へ
沈
む
と
い
う
内
容
と
一
致
し
た
調
べ
が
展
開
さ
れ
る
。
第
三
連
で
は
、
一

行
目
と
二
行
目
の
句
跨
り
に
よ
っ
て
、
第
二
連
の
調
べ
と
呼
応
す
る
よ
う
に
、「
半
ひ
ら
け
る
わ
が
心
」

と
「
半
閉
ぢ
た
る
／
眼
を
誘
ひ
」
と
の
対
句
か
ら
始
ま
る
が
、
こ
こ
か
ら
、
夢
想
状
態
に
お
け
る
精
神

に
浮
か
ん
で
く
る
「
幻
」
を
描
く
時
に
は
、
調
べ
が
一
変
す
る
。「
げ
に
初
夏
の
芍
藥
の
、
／
薔
薇
の
、

罌
粟
の
美
し
花
」
と
い
う
よ
う
に
、
「
の
」
の
繰
り
返
し
と
、
本
来
七
音
の
句
で
あ
る
「
薔
薇
の
、
罌

粟
の
」
と
い
う
部
分
を
読
点
で
区
切
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
短
音
節
で
畳
み
掛
け
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い

く
。
次
々
と
「
我
」
の
精
神
に
浮
か
ぶ
「
幻
」
が
く
る
く
る
と
そ
の
姿
を
変
じ
て
い
く
様
が
、
小
気
味

よ
く
、
テ
ン
ポ
の
よ
い
単
音
節
に
よ
っ
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
我
」
を
圧
倒
す
る
、
迫
り
く

る
よ
う
な
様
が
、
調
べ
と
良
く
調
和
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
「
我
」
を
圧
倒
し
た
「
美
し
花
」
は
、

第
四
連
で
は
、
「
艶
だ
ち
て
し
な
ゆ
る
色
の
連
彈
」
へ
と
変
わ
る
。
驚
き
と
圧
倒
と
を
与
え
た
「
花
」

は
、
や
や
落
ち
着
き
、
「
色
の
連
彈
」
と
い
う
よ
う
に
、
調
和
し
た
姿
に
な
る
。
そ
の
た
め
単
音
節
の

繰
り
返
し
だ
っ
た
調
べ
も
、
落
ち
着
き
を
取
り
戻
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
ダ
ッ
シ
ュ
の
一
息
を
挟
み
、

「
蒸
し
て
匂
へ
る
／
蘂
の
星
、
こ
は
戀
の
花
、
吉
祥
の
君
。」
と
、
第
三
連
同
様
に
、「
幻
」
の
姿
が
列

挙
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、「
の
」
の
反
復
は
消
え
、
調
べ
も
最
終
行
は
五
七
七
と
乱
れ
な
く
結
ば
れ
る
。

こ
こ
で
は
、
驚
き
と
圧
倒
す
る
ほ
ど
の
迫
力
を
持
っ
た
「
幻
」
が
次
第
に
姿
を
変
え
、
調
和
し
た
様
を

描
い
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
調
べ
も
沈
静
化
し
、
結
び
に
相
応
し
く
、
伝
統
的
詩
歌
の
結
び
で
あ
る

七
七
の
繰
り
返
し
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。 

 

つ
ま
り
、
こ
の
「
若
葉
の
か
げ
」
に
お
け
る
有
明
詩
の
韻
律
は
、
原
則
と
し
て
七
五
七
・
五
七
五
交

互
調
を
と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
を
見
て
み
る
と
、
調
べ
は
七
五
七
・
五
七
五
交
互
調
の

形
を
崩
さ
ず
に
、
詩
の
内
容
と
と
も
に
、
自
在
に
展
開
し
、
次
々
と
調
べ
は
姿
を
変
え
る
。
言
っ
て
み

れ
ば
、
「
我
」
の
精
神
の
動
き
と
共
に
、
精
神
の
動
き
を
映
し
出
す
か
の
よ
う
に
、
形
を
変
え
て
い
る

の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
韻
律
が
一
定
で
単
調
な
韻
律
の
繰
り
返
し
で
あ
り
、
韻
律
が
制
限
と
な
っ
て

い
る
こ
と
な
ど
全
く
な
い
。
確
か
に
全
体
が
七
五
七
・
五
七
五
交
互
調
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
る
こ
と

を
制
限
と
言
う
の
で
あ
れ
ば
、
制
限
と
呼
べ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
「
若
葉
の
か
げ
」
の
よ
う
に

七
五
七
・
五
七
五
交
互
調
の
中
を
自
由
に
調
べ
が
飛
び
回
る
様
を
見
て
、
そ
れ
が
制
限
で
あ
る
と
は
考

え
に
く
い
。 

 

単
に
定
型
詩
で
あ
る
こ
と
が
、
定
型
と
い
う
制
限
を
課
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
不
自
由
で
あ
る
と
す

る
の
は
、
有
明
詩
に
と
っ
て
は
全
く
当
て
は
ま
ら
な
い
。
有
明
の
定
型
は
桜
井
天
壇
が
「
詩
人
蒲
原
有

明
を
論
ず
」（『
帝
國
文
學
』
明
治
三
七
・
三
）
内
で
、「
独
絃
調
」（
四
七
六
の
調
べ
）
に
対
し
て
述
べ

た
よ
う
に
、
一
つ
の
調
べ
の
中
で
自
在
に
姿
を
変
え
て
展
開
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
「
我
」
の
精
神

の
動
き
と
共
に
、
そ
れ
と
呼
応
す
る
よ
う
に
姿
を
変
え
る
調
べ
は
、
た
と
え
定
型
と
は
言
え
、
「
主
觀

さ
な
が
ら
の
リ
ズ
ム
」
「
主
觀
さ
な
が
ら
の
形
式
」
生
活
実
感
に
根
差
し
た
形
式
と
呼
ぶ
に
相
応
し
い

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
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こ
こ
で
も
う
一
つ
注
目
し
て
お
き
た
い
の
が
、
幻
の
姿
に
つ
い
て
で
あ
る
。
畳
み
掛
け
る
よ
う
な
「
の
」

の
繰
り
返
し
に
よ
っ
て
描
か
れ
る
花
に
つ
い
て
で
あ
る
。
「
げ
に
初
夏
の
芍
藥
の
、
／
薔
薇
の
、
罌
粟

の
美
し
花
」
と
い
う
よ
う
に
、
こ
の
「
美
し
花
」
は
何
の
花
で
あ
る
の
か
全
く
分
か
ら
な
い
。
言
っ
て

み
れ
ば
、
表
現
の
上
は
朦
朧
と
し
て
い
て
晦
渋
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
、
生
活
実
感
と
い

っ
た
表
層
の
、
既
に
概
念
化
さ
れ
た
も
の
に
目
を
向
け
る
立
場
に
居
る
か
ら
に
過
ぎ
な
い
。
夢
想
状
態

で
浮
か
ん
で
く
る
幻
が
、
見
た
こ
と
も
な
い
姿
、
嗅
い
だ
こ
と
の
な
い
香
、
感
じ
た
こ
と
の
な
い
存
在

感
を
持
っ
て
い
た
と
し
た
ら
、
も
う
そ
の
幻
の
存
在
は
、
生
活
実
感
を
既
に
超
え
て
い
る
。
そ
う
し
た

存
在
を
描
き
出
そ
う
と
す
れ
ば
、
既
成
の
言
語
で
は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、
結
果
と
し
て
「
芍
藥

の
、
／
薔
薇
の
、
罌
粟
の
」
と
朦
朧
と
描
き
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
幻
の
輪
郭
、
存
在

を
捉
え
よ
う
と
す
れ
ば
す
る
程
に
、
既
成
の
言
語
と
い
う
制
約
と
の
相
克
か
ら
、
言
葉
の
上
で
は
朦
朧

な
描
写
と
な
る
。
し
か
し
、
そ
れ
こ
そ
が
未
だ
言
語
化
さ
れ
な
い
境
の
姿
で
あ
り
、
有
明
の
描
く
「
幻

の
界
」
の
姿
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
有
明
は
、
自
ら
の
描
い
た
「
幻
の
界
」
に
お
い
て
、

い
か
な
る
詩
想
、
詩
的
世
界
を
見
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
幻
が
描
か
れ
る
、
他
の
実
作
か
ら
、
そ
れ
を

探
っ
て
み
た
い
。 

  

四 

「
秋
の
こ
こ
ろ
」
に
お
け
る
幻 

「
清
げ
の
尼
」
の
回
想 

  

有
明
の
捉
え
た
幻
の
境
地
を
考
え
る
た
め
に
、
次
は
「
秋
の
こ
こ
ろ
」
に
注
目
し
て
み
た
い
。
「
秋

の
こ
こ
ろ
」
は
、
秋
の
日
に
仏
道
修
行
に
励
む
あ
る
尼
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
雨
の
降
る
秋
の
日
に
、

行
い
を
し
て
い
た
尼
が
、
ふ
と
し
た
き
っ
か
け
で
、
俗
世
へ
の
思
い
を
感
じ
て
し
ま
う
。
そ
ん
な
一
瞬

の
こ
こ
ろ
の
揺
ら
ぎ
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
本
文
は
次
の
よ
う
に
始
ま
る
。 

  
 

黄き
ば

み
ゆ
く
木き

草ぐ
さ

の
薰か

ほ

り
淡
々

あ

は

〱

と 

 
 

野の

の
原は

ら

に
、
將は

た
水み

づ

の
面も

に
た
だ
よ
ひ
わ
た
る 

 
 

秋あ
き

の
日ひ

は
、
淸き

よ

げ
の
尼あ

ま

の
お
こ
な
ひ
や
、 

 
 

懺
悔

ざ

ん

げ

の
壇だ

ん

の
香か

う

の
爐ろ

に
信し

ん

の
心

こ
ゝ
ろ

の 

 
 

香
木

か
う
ぼ
く

の
膸ず

ゐ

の
膏

あ
ぶ
ら

を
炷た

き
燻く

ゆ
し
、 

 
 

き
ら
び
や
か
な
る
打
敷

う
ち
し
き

は
夢ゆ

め

の
解と

き

衣
、（
第
一
‐
六
行
） 

 



 

44 

 

 
紅
葉
に
囲
ま
れ
た
中
で
、
仏
道
修
行
に
励
む
「
尼
」
の
姿
が
描
か
れ
る
。
部
屋
の
中
に
は
香
炉
に
、

「
香
木
」
を
燻
ら
せ
た
様
子
が
見
て
取
れ
る
。
そ
ん
な
中
で
「
尼
」
の
目
は
、
ふ
と
「
打
敷
の
夢
の
解

衣
」
を
と
ら
え
る
。
こ
の
「
打
敷
」
に
は
、
尼
の
俗
世
で
の
生
活
が
思
い
出
と
な
っ
て
刻
ま
れ
て
お
り
、

出
家
し
た
身
で
あ
る
「
尼
」
の
意
識
が
、
一
瞬
で
あ
る
が
、
俗
世
で
の
過
去
へ
と
引
き
ず
ら
れ
る
。 

  
 

過す

ぎ
し
日ひ

の
被
衣

か

つ

ぎ

の
遺
物

か

た

み

、

―
靜し

づ

や
か
に 

 
 

垂た

れ
て
音お

と

な
き
繍ぬ

ひ

の
花は

な

、
ま
た
襞ひ

だ

ご
と
に
、 

 
 

と
き
め
き
し
胸む

ね

の
名
殘

な

ご

り

の
波な

み

の
か
げ
、 

 
 

搖ゆ
ら

め
き
ぬ
と
ぞ
見み

る
ひ
ま
を
聲こ

ゑ

は
直ひ

た

泣な

く

―
（
第
七
‐
十
行
） 

  

こ
う
し
て
、「
打
敷
」
が
内
包
し
て
い
た
思
い
出
が
、「
尼
」
の
前
へ
、
幻
と
い
う
形
で
立
ち
上
る
の

で
あ
る
。
そ
の
「
襞
」
の
一
つ
一
つ
に
刻
ま
れ
た
、
以
前
の
喜
ば
し
い
記
憶
が
、
花
や
か
に
浮
か
ん
で

く
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
も
う
現
実
の
こ
と
で
は
な
く
、「
と
き
め
き
し
胸
の
名
殘
」
で
し
か
な
い
。

ま
た
、
そ
の
記
憶
を
思
い
起
こ
す
「
尼
」
も
、
以
前
と
は
心
持
が
変
わ
っ
て
い
る
。
今
は
俗
世
を
捨
て

た
身
で
あ
る
た
め
、
俗
世
へ
と
傾
く
意
識
の
動
き
は
、
修
行
の
邪
魔
者
で
し
か
な
く
、
捨
て
去
る
べ
き

も
の
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
立
ち
上
っ
て
く
る
幻
に
は
、
嘗
て
そ
れ
を
喜
ん
だ
と
い
う
自
ら
の
意

識
も
混
じ
っ
て
い
る
た
め
に
、
捨
て
難
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
「
搖
め
き
ぬ
」
と
自

ら
の
意
識
の
動
き
を
感
じ
て
し
ま
い
、「
聲
」
が
「
直
泣
く
」
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。 

 

そ
う
し
て
、
こ
の
過
去
の
幻
は
実
体
が
な
く
、
手
触
り
の
無
い
も
の
で
あ
る
た
め
に
、
目
の
前
の
現

実
と
溶
け
合
い
、
響
き
合
う
。
振
り
切
ろ
う
に
も
振
り
切
れ
ず
、
「
尼
」
の
現
在
と
照
応
し
な
が
ら
、

「
尼
」
に
迫
っ
て
く
る
。 

  
 

看
經

か
ん
ぎ
ん

の
、
噫あ

ゝ

、
秋あ

き

の
聲こ

ゑ

、
歡
樂

く
わ
ん
ら
く

と 

 
 

悔く
い

と
念ね

ん

珠じ
ゅ

と

幻
ま
ぼ
ろ
し

と
、
い
づ
れ
を
わ
か
ず
、 

 
 

ひ
と
つ
ら
に
長な

が

き
恨

う
ら
み

の
節ふ

し

細ほ
そ

く
、（
第
十
一
‐
十
三
行
） 

  

「
歡
樂
」
と
「
悔
」、
俗
世
へ
の
未
練
と
い
っ
た
も
の
、
ま
た
、
俗
世
を
捨
て
去
ろ
う
と
す
る
「
尼
」

の
意
識
が
現
れ
た
「
念
珠
」
と
、
そ
ん
な
「
尼
」
を
過
去
の
思
い
出
へ
と
引
き
ず
り
込
む
「
幻
」
と
い

っ
た
、
言
わ
ば
相
対
し
相
反
す
る
二
極
が
、
溶
け
合
い
、
響
き
合
っ
て
、
一
つ
の
「
長
き
恨
の
節
」
と
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な
っ
て
共
鳴
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
現
実
と
過
去
の
思
い
出
と
い
う
幻
と
が
溶
け
合
っ
た
境
地
こ

そ
が
、
こ
の
「
秋
の
こ
こ
ろ
」
に
描
か
れ
て
い
る
「
幻
の
界
」
な
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
、
現
実
で
は

混
じ
り
合
う
こ
と
の
な
い
、
対
立
す
る
二
極
が
重
な
り
合
い
、
溶
け
合
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。 

 

こ
の
、
「
長
き
恨
の
節
」
と
い
う
「
尼
」
の
声
に
注
目
し
て
み
た
い
。
先
に
挙
げ
た
通
り
、
有
明
は

『
春
鳥
集
』
自
序
に
お
い
て
、
「
銀
光
の
音
あ
り
」
と
述
べ
て
い
た
。
官
能
の
交
錯
と
い
う
点
に
注
目

さ
れ
る
箇
所
で
あ
る
が
、
筆
者
は
、
こ
の
「
長
き
恨
の
節
」
こ
そ
が
、
有
明
の
言
う
「
銀
光
の
音
」
で

は
な
い
か
と
考
え
る
。
音
と
色
と
の
間
に
は
、
人
の
一
般
的
な
認
識
、
言
語
と
い
っ
た
も
の
に
よ
っ
て

作
ら
れ
た
境
界
が
存
在
す
る
。
し
か
し
、
有
明
は
そ
の
境
界
を
崩
し
、
乗
り
越
え
、
一
般
的
に
は
分
か

た
れ
て
い
る
要
素
同
士
が
、
互
い
に
繋
が
り
、
関
係
し
合
っ
て
い
る
と
い
う
世
界
観
を
持
っ
て
い
た
。

つ
ま
り
、
有
機
的
な
連
続
体
に
よ
り
、
世
界
が
作
ら
れ
て
い
る
と
い
う
世
界
観
で
あ
る
。
こ
の
「
秋
の

こ
こ
ろ
」
に
お
い
て
「
尼
」
が
も
ら
し
た
「
長
き
恨
の
節
」
は
、
過
去
の
自
分
に
と
っ
て
は
、
華
や
か

な
日
々
と
し
て
感
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
く
る
「
歡
樂
」
と
、
仏
道
に
入
っ
た
現
在
の
自
分
に
と
っ

て
は
、
障
害
で
し
か
な
い
こ
と
か
ら
く
る
「
悔
」
と
が
交
じ
り
合
う
。
そ
し
て
、
過
去
の
自
分
も
現
在

の
自
分
も
ど
ち
ら
も
「
尼
」
自
身
で
あ
る
た
め
に
、
思
い
出
の
日
々
を
、
ど
ち
ら
か
の
視
点
か
ら
捉
え

る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
ど
ち
ら
の
面
も
真
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
歡
樂
」
と
「
悔
」
と
は
、
相

反
す
る
存
在
と
し
て
、
言
語
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
二
つ
を
「
長
き
恨
の
節
」
と
し
て
照

応
さ
せ
、
共
鳴
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
有
機
的
な
連
続
体
と
し
て
描
き
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
続

く
現
在
の
「
尼
」
が
唱
え
る
「
念
珠
」
と
、
眼
前
に
浮
か
ん
で
き
た
思
い
出
で
あ
る
「
幻
」
に
つ
い
て

も
、
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
決
し
て
交
じ
り
合
う
こ
と
の
な
い
要
素
の

境
界
を
崩
し
、
溶
け
合
わ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
有
機
的
な
連
続
体
と
し
て
の
存
在
こ
そ
が
、

「
銀
光
の
音
」
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
相
反
す
る
要
素
を
列
挙
し
た
後
に
、
畳
み
掛
け
る
よ
う
に

配
さ
れ
た
「
い
づ
れ
を
わ
か
ず
」
「
ひ
と
つ
ら
に
」
と
い
う
詩
句
が
、
「
歡
樂
」
「
悔
」「
念
珠
」
「
幻
」

の
境
界
を
突
き
崩
し
、
「
長
き
恨
の
節
」
と
し
て
共
鳴
さ
せ
る
境
地
へ
と
導
い
て
い
る
。
こ
の
境
地
を

描
く
た
め
に
、
「
秋
の
こ
こ
ろ
」
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
や
は
り
、
動
対
動
の
関
係
で
あ
る
た

め
、
こ
の
一
瞬
の
境
地
が
過
ぎ
れ
ば
、
関
係
は
ま
た
姿
を
変
え
て
い
く
。 

  
 

そ
の
夕

ゆ
ふ
べ

、
愁

う
れ
ひ

の
雨あ

め

は
梵ぼ

ん

行
ぎ
ゃ
う

の 

 
 

亂み
だ

れ
を
痛い

た

み
さ
め
ざ
め
と
繁し

じ

に
そ
そ
ぎ
ぬ
。（
第
十
七
‐
十
八
行
） 

 

こ
の
「
尼
」
に
起
こ
っ
た
意
識
の
揺
ら
ぎ
は
、
一
時
の
も
の
で
あ
り
、
こ
の
翌
日
に
は
も
う
既
に
失

わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
一
瞬
の
境
地
で
あ
る
「
亂
れ
」
を
も
内
包
さ
せ
た
ま
ま
、
「
愁
の
雨
」

と
い
う
フ
レ
ー
ム
に
よ
っ
て
、「
秋
の
こ
こ
ろ
」
の
場
が
切
り
取
ら
れ
る
。
こ
の
場
の
限
定
性
は
、「
水

の
お
も
」
に
お
け
る
「
小
さ
き
窓
」
の
働
き
と
通
じ
る
。
限
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
そ
こ
に
映
る

存
在
が
、
無
限
に
広
が
っ
て
い
る
。
有
限
な
る
範
囲
内
に
、
無
限
を
見
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
、
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眼
に
よ
る
認
識
そ
の
も
の
に
他
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
眼
の
届
く
範
囲
は
、
有
限
に
過
ぎ

な
い
。
し
か
し
、
こ
の
世
の
存
在
は
全
て
が
繋
が
り
あ
っ
て
い
る
、
有
機
的
な
連
続
体
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
見
え
る
範
囲
が
有
限
で
あ
ろ
う
と
、
眼
に
し
て
い
る
も
の
は
無
限
の
広
が
り
を
持
つ
も
の
な
の
で

あ
る
。「
水
の
お
も
」「
秋
の
こ
こ
ろ
」
に
見
ら
れ
た
、
一
種
の
限
定
性
は
、
眼
に
よ
る
認
識
を
表
し
て

お
り
、
そ
の
フ
レ
ー
ム
に
よ
る
区
画
は
、
眼
の
働
き
そ
の
も
の
と
言
え
よ
う
。 

 

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
幻
の
世
界
の
働
き
は
、
相
反
、
対
立
し
て
い
る
二
極
の
境
界
を
崩
す

こ
と
、
そ
し
て
そ
の
二
極
を
溶
け
合
わ
せ
、
照
応
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
「
水
の
お
も
」
に
お

い
て
は
、
本
来
、
観
察
の
対
象
で
あ
る
「
自
然
」
と
観
察
す
る
主
体
で
あ
る
「
我
」
と
が
「
小
さ
き
窓
」

と
い
う
場
に
お
い
て
、
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
た
。「
秋
の
こ
こ
ろ
」
に
お
い
て
は
、「
歡
樂
と
／
悔
と
念

珠
と
幻
と
」
と
が
「
愁
の
雨
」
と
い
う
フ
レ
ー
ム
の
中
で
、
互
い
に
響
き
合
っ
て
い
た
。
そ
れ
で
は
、

こ
の
相
反
す
る
二
極
の
境
界
を
崩
し
、
溶
け
合
わ
せ
る
と
い
う
こ
と
に
、
ど
う
い
っ
た
意
味
が
存
す
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
二
極
の
照
応
に
は
、
ど
う
い
っ
た
価
値
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
点
に
つ
い
て
、

「
滅
の
香
」
か
ら
考
え
て
み
た
い
。 

 

五 

「
滅
の
香
」
に
お
け
る
「
幻
の
界
」 

  

有
明
の
幻
は
、
眼
の
働
き
と
も
言
う
べ
き
、
場
の
限
定
性
を
持
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
、
有
明
の
世
界

観
の
現
れ
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
が
、
有
明
が
幻
の
世
界
で
見
た
、
二
極
の
照
応
と
は
ど
う
い
っ
た

意
味
合
い
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
は
「
滅
の
香
」
を
取
り
上
げ
て
考
え

て
み
た
い
と
思
う
。
「
滅
の
香
」
で
は
、
追
憶
、
追
想
と
い
う
詩
の
主
体
の
行
為
に
よ
っ
て
、
二
極
の

響
き
合
い
が
描
か
れ
て
い
る
作
で
あ
る
。
本
文
を
以
下
に
示
す
。 

  
 

や
は
ら
か
き
寂さ

び
に
輝

か
ゞ
や

く 

 
 

壁か
べ

の
面お

も

、
わ
が
追
憶

お
も
ひ
で

の 

 
 

靈た
ま

の
宮み

や

、
榮は

え

に
飽あ

き
た
る 

 
 

箔は
く

お
き
も
褪あ

せ
て
は
こ
こ
に 

 
 

金
粉

き
ん
ぷ
ん

の
塵ち

り

に
音お

と

な
き 

 
 

滅め
つ

の
香か

や
、
執し

ふ

の
に
ほ
ひ
や
、 

 
 

幾い
く

代
々

よ

ゝ

は
影か

げ

と
う
す
れ
て 
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去い

に
し
日ひ

の
吐
息

と

い

き

か
す
け
く
、 

 
 

す
ず
ろ
か
に
燻く

ゆ
る
命

い
の
ち

の 

 
 

夢ゆ
め

の
み
ぞ
永
劫

と

は

に
往ゆ

き
來か

ひ
、 

 
 

さ
さ
や
き
ぬ
、
は
た
嘆な

げ

か
ひ
ぬ
。 

 
 

あ
や
し
う
も
光

ひ
か
り

に
沈し

づ

む 

 
 

わ
が
胸む

ね

の
こ
の
壁か

べ

の
面お

も

、 

 
 

惱な
や

ま
し
く
鈍ね

び
て
は
見み

ゆ
れ
、 

 
 

倦う
ん

じ
た
る
影か

げ

の
深ふ

か

み
を 

 
 

幻
ま
ぼ
ろ
し

は
浮う

か

び
ぞ
迷ま

よ

ふ
、

― 

 
 

つ
や
や
か
に
、
今い

ま

、
綠
靑

ろ
く
し
や
う

の 

 
 

牧ま
き

の
氈か

も

、
ま
た
紺こ

ん

瑠
璃

る

り

の 

 
 

彩あ
や

も
濃こ

き
花は

な

の
甘
寢

う

ま

い

よ
、 

 
 

更さ
ら

に
わ
が
思お

も

ひ
の
た
く
み
、 

 
 

わ
れ
と
わ
が
宿
世

す

ぐ

せ

を
し
の
ぶ 

 
 

醉ゑ
ひ

ご
こ
ち
、
痴し

れ
の
ま
ど
ひ
か
、 

 
 

眼ま

の
あ
た
り
牲に

へ

の
仔こ

羊
ひ
つ
じ

、 

 
 

朱あ
け

の
斑ふ

の
痛

い
た
み

と
、
は
た
や 

 
 

愛
欲

あ
い
よ
く

の
甘あ

ま

き
疲つ

か

れ
の 
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紫
む
ら
さ
き

の
汚
染

し

み

と
ま
じ
ら
ふ 

 
 

業ご
ふ

の
か
げ
、
輪
廻

り

ん

ね

の
千
歳

ち

と

せ

、 

 
 

束つ
か

の
間ま

に
過す

が
ひ
て
消き

ゆ
れ
、 

 
 

幾い
く

た
び
か
憧あ

く

が
れ
か
は
る 

 
 

肉
村

し
ゝ
む
ら

の
懺
悔

ざ

ん

げ

の
夢ゆ

め

に 

 
 

朽く

ち
入い

る
は
梵
音

ぼ
ん
お
ん

ど
よ
む 

 
 

西
天

さ
い
て
ん

の
涅
槃

ね

は

ん

の
教

を
し
へ

― 

 
 

埋
う
づ
も

れ
し
わ
が
追
憶

お
も
ひ
で

や
。 

 
 

わ
づ
ら
へ
る
胸む

ね

の
う
つ
ろ
を 

 
 

煩
惱

ぼ
ん
な
う

の
色い

ろ

こ
そ
通か

よ

へ
、 

 
 

物も
の

な
べ
て
化
現

け

げ

ん

の
し
る
し
、 

 
 

黙も
く

の
華は

な

、
寂

じ
ゃ
く

の
妙
香

め
う
か
う

、 

 
 

さ
な
が
ら
に
痕あ

と

も
と
ど
め
ぬ 

 
 

空
相

く
う
さ
う

の
摩
尼

ま

に

の
ま
ぼ
ろ
し
、 

 

※ 

句
読
点
原
文
マ
マ 

  

詩
の
主
体
に
よ
る
、
追
想
、
追
憶
に
よ
っ
て
「
幻
」
が
浮
か
び
上
が
る
。
こ
こ
で
も
、
「
靈
の
宮
」

に
あ
る
「
壁
の
面
」
と
い
う
限
定
的
な
場
か
ら
追
憶
が
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

そ
し
て
、
こ
の
追
憶
の
中
に
あ
っ
て
詩
の
主
体
の
意
識
は
、
も
の
同
士
の
境
界
が
溶
け
合
い
、
交
じ
り

合
い
、
崩
れ
て
い
く
境
地
へ
と
到
達
す
る
。「
牲
の
仔
羊
、
／
朱
の
斑
の
痛
」
と
、「
愛
欲
の
甘
き
疲
れ

の
／
紫
の
汚
染
」
と
い
う
二
つ
の
斑
点
が
交
じ
り
合
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
「
肉
村
の
懺
悔
の
夢
」
と

い
う
愛
欲
の
思
い
に
は
、
「
梵
音
ど
よ
む
／
西
天
の
涅
槃
の
教
」
と
い
う
、
煩
悩
を
捨
て
去
る
方
面
の
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仏
教
的
な
思
想
が
「
朽
ち
入
」
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
仏
教
的
な
境
地
に
向
か
い
、
煩
悩
で
あ
る
愛
欲

を
捨
て
去
る
方
面
へ
の
意
識
と
、
愛
欲
に
身
を
任
せ
煩
悩
の
方
面
へ
と
突
き
進
む
意
識
と
い
う
、
相
反

す
る
、
対
立
す
る
二
つ
の
意
識
が
溶
け
合
わ
さ
っ
て
「
幻
」
の
形
を
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

万
物
を
、
有
機
的
な
連
続
体
と
し
て
捉
え
る
世
界
観
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
現
在
、
自
ら
の

目
の
前
に
あ
る
存
在
も
、
有
機
的
な
連
続
体
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
有
明

は
、
こ
う
し
た
異
な
る
も
の
た
ち
が
照
応
し
あ
う
境
地
を
描
く
際
に
、
現
在
目
の
前
に
存
在
す
る
も
の

と
し
て
描
く
の
で
は
な
く
、
幻
視
や
追
憶
と
い
っ
た
形
に
よ
っ
て
立
ち
上
る
、
幻
の
形
で
描
き
出
し
て

い
る
。
幻
の
意
味
合
い
は
、
ま
さ
に
そ
こ
に
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
が
、
何
故
、
幻
の
形
で
な
く
て

は
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
少
し
考
え
て
み
た
い
。
も
し
、
こ
の
「
滅
の
香
」

が
現
在
の
現
実
を
歌
う
と
し
た
ら
、
煩
悩
を
捨
て
去
る
仏
教
的
な
思
想
に
意
識
が
傾
い
て
い
る
時
に
は
、

「
涅
槃
の
教
」
の
方
が
、
愛
欲
に
身
を
任
せ
煩
悩
へ
と
突
き
進
む
方
面
へ
意
識
が
傾
い
て
い
る
時
に
は

「
肉
村
」
の
方
が
、
そ
れ
ぞ
れ
描
き
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
切
り
取
ら
れ
る
一
瞬
に
お
け

る
意
識
は
、
ど
う
し
て
も
、
愛
欲
の
方
面
か
、
仏
教
的
な
思
想
の
方
面
か
の
ど
ち
ら
か
に
傾
い
て
し
ま

う
。
描
き
出
す
現
実
を
切
り
取
る
と
い
う
、
区
画
、
分
割
す
る
動
き
で
は
、
二
つ
の
境
界
を
溶
け
合
わ

せ
、
崩
す
と
い
う
動
き
と
は
正
反
対
の
も
の
で
あ
る
た
め
、
二
極
の
照
応
を
描
き
出
す
こ
と
は
不
可
能

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
思
い
出
す
と
い
う
行
為
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
幻
を
描
く
と
い
う
、
一
見
す
る
と

間
接
的
な
描
き
方
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
意
識
の
揺
れ
動
き
と
い
う
運
動
そ
れ
自
体
を
一
つ
の
「
追

憶
」
と
し
て
描
き
出
し
、
こ
の
二
極
の
境
界
を
溶
け
合
わ
せ
て
み
せ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
現
在

の
現
実
を
言
語
で
表
現
す
る
と
い
う
こ
と
自
体
が
孕
む
、
一
つ
の
限
界
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。 

 

言
語
の
働
き
は
、
外
界
、
対
象
を
、
区
分
、
分
割
、
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
外
界
を

認
識
し
て
い
く
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
た
め
、
分
割
す
る
と
い
う
働
き
は
、
言
わ
ば
境
界
を
作
り
出
す
こ

と
に
あ
る
と
言
え
る
。
そ
う
考
え
る
と
、
言
語
に
よ
る
認
識
と
い
う
の
は
、
主
体
が
複
数
の
も
の
を
同

時
に
認
識
し
て
い
た
と
し
て
も
、
言
語
と
い
う
媒
体
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
時
多
発
的
で
は
な

く
、
一
つ
一
つ
を
順
番
に
区
画
し
、
境
界
を
作
り
、
処
理
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
言
語
と

い
う
も
の
を
、
現
在
の
形
で
用
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
一
つ
一
つ
を
順
番
に
、
線
状
に
し
か
描
く
こ
と

し
か
で
き
ず
、
相
反
す
る
二
極
を
溶
け
合
わ
せ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
こ
れ
が
、
現

在
の
現
実
を
言
語
で
表
現
す
る
こ
と
の
一
つ
の
限
界
で
あ
る
。
『
早
稲
田
文
学
』
陣
営
が
、
現
実
の
生

活
実
感
に
根
差
す
こ
と
を
主
張
し
、
現
在
の
現
実
を
描
く
こ
と
を
要
求
し
て
い
た
中
で
、
有
明
は
こ
の
、

現
在
の
現
実
を
描
く
こ
と
の
限
界
に
気
付
い
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
有
明
の
描
こ
う
と
試
み

た
有
機
的
な
連
続
体
と
い
う
対
象
は
、
言
語
に
よ
る
区
画
と
い
う
認
識
を
受
け
る
以
前
の
認
識
を
描
写

す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
言
語
表
現
に
よ
る
限
界
へ
の
挑
戦
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
つ
ま
り
、『
早
稲
田
文
学
』
陣
営
に
よ
る
生
活
実
感
を
重
視
す
る
主
張
と
、
有
明
の
詩
作
と
は
、

始
ま
り
の
段
階
に
お
い
て
既
に
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
同
時
に
、
互
い
に
決
し
て
交
わ
る
こ
と

の
な
い
関
係
で
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

有
明
に
と
っ
て
、
有
機
的
な
連
続
体
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
、
現
在
の
現
実
と
い
う
も
の
は
、
言
語
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と
い
う
媒
体
を
用
い
る
以
上
、
決
し
て
そ
の
ま
ま
の
形
で
は
描
く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
の

で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
有
明
は
、
言
語
に
よ
っ
て
作
り
上
げ
ら
れ
た
、
万
物
の
境
界
を
溶
け
合
わ
せ
、

崩
す
た
め
に
、
時
に
は
幻
視
と
い
う
形
で
、
時
に
は
「
追
憶
」
と
い
う
形
で
、
そ
こ
に
幻
を
立
ち
上
ら

せ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
有
明
に
と
っ
て
幻
と
は
、
幻
と
い
う
形
を
と
り
な
が
ら
も
、
最
も
現
在
的

で
、
最
も
現
実
的
な
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
有
明
は
、
現
実
の
、
現
在
の
生
活
か
ら
乖
離
し

た
幻
を
描
い
て
い
た
の
で
は
な
く
、
現
在
の
現
実
を
描
く
た
め
の
、
現
在
の
現
実
に
根
差
し
た
幻
を
描

き
続
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
は
、
『
早
稲
田
文
学
』
陣
営
の
主
張
と
通
じ
る
部
分

は
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
が
、
現
実
と
い
う
も
の
の
認
識
と
い
う
点
に
お
い
て
、
双
方
の
深
度
は
大

き
く
隔
た
っ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。 

 

有
明
の
こ
の
現
実
認
識
は
、
こ
れ
ま
で
の
考
え
方
に
大
き
な
疑
問
を
呈
す
る
と
と
も
に
、
一
つ
の
新

た
な
視
点
に
よ
る
認
識
を
示
し
た
。
目
の
前
の
も
の
を
そ
の
ま
ま
認
識
す
る
、
そ
の
ま
ま
描
く
と
い
う

主
張
に
は
、
言
語
と
い
う
媒
体
に
対
す
る
意
識
が
欠
け
て
い
る
。
言
語
が
作
り
上
げ
た
、
万
物
の
間
に

横
た
わ
る
境
界
と
い
う
も
の
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
有
明
は
こ
う

し
た
従
来
の
認
識
に
対
し
て
、
言
語
の
働
き
を
意
識
す
る
と
い
う
視
点
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

主
体
が
対
象
を
認
識
し
、
そ
れ
に
言
語
に
よ
る
認
識
を
加
え
る
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
主
体
の
認
識
に

よ
る
対
象
は
、
区
画
さ
れ
て
お
ら
ず
、
境
界
も
存
在
し
な
い
。
ま
さ
に
有
機
的
な
連
続
体
そ
の
も
の
で

あ
る
。
有
明
は
、
言
語
と
い
う
媒
体
を
用
い
て
、
言
語
認
識
以
前
の
認
識
状
態
を
描
き
出
そ
う
と
し
た

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
現
在
の
現
実
を
描
く
と
い
う
形
に
お
い
て
、
そ
の
可
能
性
を
見
出
せ
な
か
っ
た

有
明
は
、
現
実
を
描
き
出
す
た
め
に
幻
を
描
く
と
い
う
一
見
間
接
的
な
、
逆
説
的
な
手
段
に
よ
っ
て
、

言
語
認
識
以
前
の
認
識
、
言
わ
ば
純
粋
経
験
へ
と
肉
迫
し
て
み
せ
た
の
で
あ
る
。
有
明
の
幻
に
は
、
そ

れ
だ
け
の
価
値
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。 

  

現
実
生
活
、
生
活
実
感
に
根
ざ
す
こ
と
を
主
張
し
、
口
語
自
由
詩
を
求
め
る
風
潮
の
詩
壇
に
お
い
て
、

有
明
は
自
ら
の
信
じ
る
「
幻
の
界
」
を
描
き
続
け
た
。
こ
の
「
幻
の
界
」
と
い
う
考
え
の
根
底
に
は
、

有
明
独
自
の
世
界
観
、
自
然
観
が
あ
っ
た
。
有
明
が
『
春
鳥
集
』
自
序
で
展
開
し
て
い
る
彼
の
世
界
観
、

自
然
観
と
い
う
の
は
、
万
物
は
有
機
的
な
連
続
体
か
ら
な
っ
て
お
り
、
一
見
別
の
存
在
と
見
え
る
、
有

限
な
事
物
は
、
実
は
互
い
に
照
応
し
あ
い
、
響
き
あ
っ
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
境

地
こ
そ
、
有
明
に
と
っ
て
は
現
実
な
の
で
あ
り
、
区
画
さ
れ
、
分
割
さ
れ
た
世
界
と
い
う
の
は
、
有
明

に
と
っ
て
は
現
実
感
の
な
い
世
界
の
姿
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
詩
壇
の
求
め
る
現
実
生
活
、
生
活
実
感

に
根
差
し
た
作
と
い
う
の
は
、
近
代
生
活
で
あ
る
か
ら
、
詩
句
に
は
近
代
で
用
い
ら
れ
る
口
語
を
用
い

る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
が
、
有
明
が
見
て
い
た
も
の
は
、
そ
う
い
っ
た
表
層
的
な
世
界

で
は
な
く
、
言
語
に
よ
る
区
画
以
前
の
、
未
分
割
な
状
態
に
あ
る
世
界
で
あ
っ
た
。
有
明
が
彼
の
「
幻

の
界
」
に
お
い
て
描
き
出
し
た
か
っ
た
の
は
、
言
語
以
前
の
世
界
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

 

こ
う
し
た
有
明
の
求
め
る
詩
想
を
描
き
出
す
た
め
に
は
、
彼
に
は
大
き
な
障
害
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
詩
と
い
う
形
で
の
表
現
で
あ
る
以
上
、
言
語
を
媒
体
と
し
た
表
現
形
式
で
あ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
言
語
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
言
語
以
前
の
世
界
を
描
く
と
い
う
、
矛
盾
し
た
、
不
可
能
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的
な
希
求
を
実
現
す
る
こ
と
を
有
明
は
望
ん
だ
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
苦
心
を
重
ね
、
新
た
な
詩
形

式
を
模
索
し
、
独
絃
調
ソ
ネ
ッ
ト
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、
様
々
な
形
式
を
生
み
出
し
た
。
ま
た
、
詩

句
に
お
い
て
も
、
自
ら
の
求
め
る
「
幻
の
界
」
に
相
応
し
い
詩
句
を
求
め
、
広
く
耳
慣
れ
な
い
古
語
に

ま
で
、
詩
句
の
範
囲
を
拡
大
し
て
い
く
。
有
明
は
、
詩
句
と
い
う
言
語
を
用
い
て
、
既
成
言
語
に
よ
っ

て
作
ら
れ
た
事
物
の
境
界
を
崩
し
、
事
物
を
照
応
さ
せ
、
溶
け
合
わ
せ
る
こ
と
を
目
指
し
、
苦
心
し
て

い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
バ
ラ
ッ
ド
と
い
う
一
つ
の
達
成
を
示
し
た
。 

 

複
数
の
登
場
人
物
を
有
す
る
器
に
よ
り
、
複
数
の
視
点
を
取
り
込
む
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
の
間
に
生

じ
る
ズ
レ
か
ら
、
重
層
的
な
世
界
を
展
開
さ
せ
た
。
そ
し
て
、
彼
の
見
た
「
幻
の
界
」
は
、
バ
ラ
ッ
ド

の
み
な
ら
ず
、
他
の
詩
作
へ
と
広
が
り
を
見
せ
る
の
で
あ
る
。
直
線
的
に
、
リ
ニ
ア
的
に
し
か
展
開
す

る
こ
と
し
か
出
来
な
い
現
在
の
記
述
で
は
、
境
界
を
崩
す
こ
と
が
出
来
な
い
た
め
に
、
有
明
は
「
追
憶
」

と
い
う
行
為
に
、
可
能
性
を
見
出
し
た
。「
秋
の
こ
こ
ろ
」
に
お
け
る
「
清
げ
の
尼
」
の
回
想
、「
滅
の

香
」
に
お
け
る
追
想
と
い
う
よ
う
に
、
彼
は
「
追
憶
」
と
い
う
一
見
間
接
的
な
手
法
に
よ
っ
て
、
次
々

と
事
物
の
境
界
を
崩
し
、
万
物
を
照
応
さ
せ
、
響
き
合
わ
せ
て
み
せ
た
。
そ
の
結
果
、
彼
の
作
は
詩
句

の
上
で
は
、
境
界
が
崩
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
ど
う
し
て
も
夢
幻
的
な
描
写
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。 

 

し
か
し
な
が
ら
、
有
明
の
描
く
「
幻
の
界
」
は
、
決
し
て
単
な
る
夢
幻
的
で
朦
朧
と
し
た
世
界
と
い

う
の
で
は
な
く
、
言
語
に
よ
る
分
割
以
前
の
、
有
機
的
な
連
続
体
に
よ
る
世
界
を
描
き
出
し
た
、
有
明

の
現
実
そ
の
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
詩
句
の
上
で
如
何
に
朦
朧
と
し
、
晦
渋
で
あ
っ
た

と
し
て
も
、
描
き
出
さ
れ
る
「
幻
の
界
」
に
は
、
確
か
な
手
触
り
と
実
体
を
持
っ
た
も
の
と
言
え
よ
う
。

少
な
く
と
も
、
言
語
に
よ
る
言
語
以
前
の
世
界
の
描
写
と
い
う
、
言
語
表
現
の
一
つ
の
限
界
を
打
ち
破

っ
て
見
せ
た
点
は
、
十
分
に
評
価
に
値
す
る
は
ず
で
あ
る
。 

 

バ
ラ
ッ
ド
の
試
み
に
お
い
て
到
達
し
た
「
幻
の
界
」
と
い
う
一
つ
の
達
成
は
、
有
明
詩
の
他
の
作
へ

と
波
及
し
て
い
っ
た
。
複
数
の
登
場
人
物
に
よ
る
視
点
の
ズ
レ
と
い
う
手
法
と
は
別
の
形
で
、
「
幻
の

界
」
は
描
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
「
幻
の
界
」
と
い
う
観
点
か
ら
、
今
度
は
ソ
ネ
ッ
ト
へ
と
回

帰
し
て
み
た
い
。
有
明
は
ソ
ネ
ッ
ト
に
お
い
て
、
如
何
な
る
「
幻
の
界
」
を
展
開
し
て
い
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
有
明
の
代
表
作
「
智
慧
の
相
手
は
我
を
見
て
」
「
茉
莉
花
」
を
含
む
、
「
豹
の
血 

小
曲
八
篇
」

へ
と
目
を
向
け
て
み
た
い
。 
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第
三
章 

ソ
ネ
ッ
ト
「
豹
の
血 

小
曲
八
篇
」 

   

有
明
は
自
ら
の
バ
ラ
ッ
ド
の
試
み
に
お
い
て
、
「
幻
の
界
」
を
描
き
出
し
て
い
た
。
現
実
世
界
に
た

だ
対
立
す
る
と
い
う
意
味
や
、
朦
朧
で
曖
昧
な
も
の
と
い
っ
た
字
義
通
り
の
幻
で
は
な
く
、
現
実
を
深

く
深
く
見
つ
め
る
こ
と
で
、
現
実
の
姿
を
映
し
出
す
も
の
と
し
て
の
、
「
幻
の
界
」
と
い
う
境
地
へ
と

到
達
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
彼
の
「
幻
の
界
」
は
、
バ
ラ
ッ
ド
の
世
界
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、『
有

明
集
』
（
明
治
四
一
・
一
）
中
の
他
の
作
へ
と
波
及
し
て
い
る
。
バ
ラ
ッ
ド
の
試
み
は
、
そ
れ
だ
け
で

完
結
し
、
他
の
詩
作
活
動
か
ら
独
立
し
た
試
み
で
は
な
く
、
「
幻
の
界
」
へ
の
肉
迫
と
い
う
共
通
の
目

的
を
持
っ
た
、
相
通
ず
る
活
動
で
あ
っ
た
。 

 

バ
ラ
ッ
ド
の
試
み
を
、
登
場
人
物
の
多
さ
や
、
作
の
持
つ
物
語
性
、
台
詞
や
、
語
り
手
に
よ
る
語
り

と
い
っ
た
点
か
ら
、
具
体
的
で
、
肉
体
的
な
作
と
す
る
な
ら
ば
、
ソ
ネ
ッ
ト
は
、
詩
の
主
体
に
よ
る
独

白
、
精
神
世
界
の
形
象
化
、
と
い
う
点
か
ら
、
抽
象
的
で
、
精
神
的
な
作
と
言
え
る
。
同
じ
詩
作
で
あ

り
な
が
ら
も
、
そ
の
形
式
的
な
特
徴
か
ら
は
対
極
に
存
在
す
る
作
と
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
現
に
、

『
有
明
集
』
の
構
成
で
は
、「
豹
の
血
」
が
巻
頭
に
、
そ
し
て
、「
人
魚
の
海
」
が
巻
末
に
と
い
う
よ
う

に
配
さ
れ
て
い
る
。 

し
か
し
、
有
明
は
、
こ
の
二
つ
の
作
品
群
を
「
幻
の
界
」
へ
の
肉
迫
に
よ
っ
て
繋
ぎ
、
同
一
の
試
み

と
し
て
行
っ
て
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
形
式
が
大
き
く
異
な
る
た
め
に
、
両
者
の
間
に
、
手
法

と
し
て
の
違
い
は
当
然
見
ら
れ
る
だ
ろ
う
が
、
ソ
ネ
ッ
ト
と
バ
ラ
ッ
ド
の
試
み
が
、
互
い
に
独
立
し
た

別
個
の
活
動
で
あ
る
と
は
考
え
に
く
い
。
も
し
そ
う
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
バ
ラ
ッ
ド
の
試
み
に
お
い

て
見
せ
た
「
幻
の
界
」
の
描
写
が
、
他
の
詩
作
へ
と
波
及
し
た
り
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
有
明
が
取
り

組
ん
だ
ソ
ネ
ッ
ト
と
い
う
試
み
の
集
大
成
と
も
言
え
る
「
豹
の
血 

小
曲
八
篇
」
を
「
幻
の
界
」
へ
の

肉
迫
と
い
う
観
点
、
視
点
を
持
っ
て
見
直
す
こ
と
で
、
有
明
の
二
つ
の
試
み
は
、
繋
が
っ
た
一
つ
の
活

動
と
し
て
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
有
明
が
目
指
し
た
「
幻

の
界
」
と
は
具
体
的
に
ど
う
い
っ
た
境
地
で
あ
っ
た
の
か
、
ソ
ネ
ッ
ト
を
見
直
す
こ
と
で
考
え
て
み
た

い
。 蒲

原
有
明
の
ソ
ネ
ッ
ト
の
試
み
は
、『
独
絃
哀
歌
』（
明
治
三
六
・
五
）
か
ら
始
ま
る
。
こ
れ
が
バ
ラ

ッ
ド
の
試
み
の
開
始
時
期
と
一
致
す
る
こ
と
は
、
先
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
そ
し
て
、
バ
ラ
ッ
ド
の

試
み
と
は
対
照
的
に
、
同
時
代
評
や
先
行
研
究
で
多
く
の
注
目
を
集
め
て
き
た
。
そ
の
状
況
は
今
も
変

わ
ら
ず
、
有
明
の
代
表
作
と
言
わ
れ
れ
ば
、「
智
慧
の
相
者
は
我
を
見
て
」「
茉
莉
花
」
の
二
篇
が
挙
げ

ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
バ
ラ
ッ
ド
の
作
品
名
が
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
二
篇
は
ど
ち
ら
も
「
豹

の
血
」
の
中
の
作
で
あ
り
、
人
口
に
膾
炙
し
た
作
と
言
え
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
お
い
て
、

「
豹
の
血
」
が
「
豹
の
血
」
と
し
て
、
一
つ
の
ま
と
ま
っ
た
作
品
群
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
は
稀
で
あ

っ
た
。
先
に
挙
げ
た
代
表
作
の
二
篇
の
ど
ち
ら
か
一
方
、
ま
た
は
両
方
を
取
り
上
げ
て
論
じ
ら
れ
て
き

た
。
ま
た
、
こ
の
二
篇
以
外
で
は
、
「
月
し
ろ
」
が
多
く
論
じ
ら
れ
て
き
た
だ
ろ
う
か
。
兎
に
角
、
有

明
の
ソ
ネ
ッ
ト
群
で
あ
る
「
豹
の
血
」
は
、
一
つ
の
作
品
群
と
し
て
で
は
な
く
、
一
つ
一
つ
切
り
離
さ
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れ
た
別
個
の
作
品
と
し
て
扱
わ
れ
、
論
じ
ら
れ
て
き
た
の
が
現
状
で
あ
る
。 

し
か
し
、
こ
こ
で
一
つ
注
目
し
た
い
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
、「
豹
の
血
」
の
配
列
に
つ
い
て
で
あ
る
。

有
明
は
自
ら
の
作
を
何
度
も
改
作
し
た
こ
と
で
有
名
な
詩
人
で
あ
る
。
彼
は
何
度
も
自
ら
の
作
を
改
作

し
、
発
表
し
て
き
た
。
そ
の
点
に
関
し
て
は
、
先
行
研
究
で
も
多
く
触
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、

『
定
本
蒲
原
有
明
全
詩
集
』
（
昭
和
三
二
・
二
）
の
異
文
考
を
一
見
す
れ
ば
、
そ
の
こ
と
は
す
ぐ
に
知

ら
れ
る
。
こ
の
改
作
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
お
い
て
、
改
悪
と
し
て
見
る
こ
と
が
多
く
、

現
に
そ
う
い
っ
た
例
も
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
こ
と
と
し
、
改
作
の
変
更

点
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
。
彼
は
自
ら
の
作
の
詩
句
の
み
で
な
く
、
詩
集
に
掲
載
し
た
配
列
ま
で
も
多

く
変
更
し
、『
有
明
詩
集
』（
昭
和
二
七
・
三
）
や
『
定
本
蒲
原
有
明
全
詩
集
』
に
掲
載
し
て
い
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
こ
の
「
豹
の
血
」
は
八
篇
と
も
に
全
て
、
そ
の
配
列
を
変
更
す
る
こ
と
な
く
、
『
有
明

集
』
掲
載
当
時
の
配
列
の
ま
ま
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
有
明
は
こ
の
「
豹
の
血
」
に
つ
い
て
、

そ
の
配
列
ま
で
も
こ
だ
わ
っ
て
詩
作
し
た
と
考
え
ら
れ
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、

多
く
の
先
行
研
究
に
お
い
て
、
「
豹
の
血
」
は
作
品
群
と
し
て
で
は
な
く
、
一
つ
一
つ
が
独
立
し
た
作

品
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
有
明
が
そ
の
配
列
ま
で
こ
だ
わ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、

不
十
分
な
視
点
か
ら
の
考
察
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
お
い
て
、
こ
の

「
豹
の
血
」
を
八
篇
の
作
品
群
と
し
て
、
ま
と
め
て
考
察
し
て
い
る
も
の
は
、
管
見
の
限
り
で
は
、
僅

か
に
渋
沢
孝
輔
の
『
蒲
原
有
明
論
』（
昭
和
五
五
・
八
）
の
み
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、「
豹
の
血
」
は
見

出
し
に
も
あ
る
通
り
、
「
小
曲
八
篇
」
で
あ
る
の
に
、
現
に
「
小
曲
八
篇
」
と
し
て
の
扱
い
を
受
け
て

い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。 

そ
こ
で
、
本
考
察
に
お
い
て
は
、「
幻
の
界
」
と
い
う
視
点
か
ら
の
「
豹
の
血
」
の
見
直
し
と
共
に
、

「
豹
の
血
」
を
「
小
曲
八
篇
」
と
し
て
扱
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
豹
の
血 

小
曲
八
篇
」
と
し
て
、
改

め
て
考
察
し
て
み
た
い
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
に
見
落
と
さ
れ
て
き
た
側
面
を
明
ら

か
に
す
る
と
共
に
、
有
明
の
肉
迫
し
よ
う
と
し
た
「
幻
の
界
」
が
如
何
な
る
境
地
で
あ
る
の
か
を
明
ら

か
に
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

そ
こ
で
、
本
章
で
は
、
「
豹
の
血
」
が
八
篇
全
体
で
ど
の
よ
う
な
ま
と
ま
り
を
持
つ
作
品
群
で
あ
る

の
か
と
い
う
意
識
を
持
ち
つ
つ
、
「
智
慧
の
相
者
は
我
を
見
て
」
か
ら
順
に
考
察
し
て
い
く
も
の
と
す

る
。 

 

一 

提
示
部
「
智
慧
の
相
者
は
我
を
見
て
」「
若
葉
の
か
げ
」 

  

有
明
の
「
豹
の
血
」
は
、
七
五
七
・
五
七
五
交
互
調
ソ
ネ
ッ
ト
と
い
う
形
式
で
作
ら
れ
た
作
品
群
で

あ
る
。
有
明
は
自
ら
が
『
春
鳥
集
』
（
明
治
三
八
・
七
）
の
自
序
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
形
式
に
多

く
の
関
心
を
払
っ
て
き
た
。
こ
の
ソ
ネ
ッ
ト
に
お
い
て
も
、
四
七
六
調
の
い
わ
ゆ
る
独
絃
調
ソ
ネ
ッ
ト

な
ど
の
形
式
を
経
て
、
考
案
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
有
明
が
用
い
た
多
く
の
調
べ
に
つ
い
て
は
、
松
村

緑
氏
の
研
究v

ii

に
詳
し
い
の
で
、
あ
え
て
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
が
、
「
豹
の
血
」
に
用
い
ら
れ
た
形
式

が
、
有
明
の
苦
心
の
末
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
指
摘
し
て
お
き
た
い
。 
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こ
の
小
曲
八
篇
は
、
代
表
作
と
し
て
名
が
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
の
多
い
「
智
慧
の
相
者
は
我
を
見
て
」

か
ら
始
ま
る
。
こ
の
作
は
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、
恋
愛
の
甘
美
さ
、
瑞
々
し
さ
を
感
じ
て
い
る
詩
の

主
体
が
、
「
智
慧
の
相
者
」
の
言
葉
に
よ
っ
て
、
恋
愛
の
危
険
性
を
意
識
す
る
こ
と
で
、
両
者
の
狭
間

で
葛
藤
す
る
。
し
か
し
、
「
智
慧
の
相
者
」
の
言
葉
を
聞
き
つ
つ
も
、
恋
愛
を
捨
て
き
れ
ず
、
む
し
ろ

恋
愛
の
方
へ
と
没
入
す
る
決
意
を
示
す
作
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
。
本
文
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。 

 

智
慧

ち

ゑ

の
相
者

さ
う
じ
ゃ

は
我わ

れ

を
見み

て
今
日

け

ふ

し
語か

た

ら
く
、 

汝な

が
眉
目

ま

み

ぞ
こ
は
兆さ

が

悪あ

し
く
日
曇

ひ
な
ぐ
も

る
、 

心
弱

こ
こ
ろ
よ
は

く
も
人ひ

と

を
戀こ

ふ
お
も
ひ
の
空そ

ら

の 

雲く
も

、
疾
風

は

や

ち

、
襲お

そ

は
ぬ
さ
き
に
遁
れ
よ
と
。 

 

噫あ
ゝ

遁の
が

れ
よ
と
、
嫋た

を

や
げ
る
君き

み

が
ほ
と
り
を
、 

綠
み
ど
り

牧ま
き

、
草
野

く

さ

の

の
原は

ら

の
う
ね
り
よ
り 

な
ほ
柔

や
は
ら

か
き
黑く

ろ

髪か
み

の
綰

わ
が
ね

の
波な

み

を
、

― 

こ
を
如
何

い

か

に
君き

み

は
聞き

き
判わ

き
た
ま
ふ
ら
む
。 

 

眼め

を
し
閉と

づ

れ
ば
打
續

う
ち
つ
ゞ

く
沙

い
さ
ご

の
は
て
を 

黄
昏

た
そ
が
れ

に
頸う

な

垂だ

れ
て
ゆ
く
も
の
の
か
げ
、 

飢う

ゑ
て
さ
ま
よ
ふ
獸

け
も
の

か
と
と
が
め
た
ま
は
め
、 

 

そ
の
影か

げ

ぞ
君き

み

を
遁の

が

れ
て
ゆ
け
る
身み

の 

乾か
は

け
る
旅た

び

に
一
色

ひ
と
い
ろ

の
物
憂

も

の

う

き
姿

す
が
た

、

― 
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よ
し
さ
ら
ば
、
香

に
ほ
ひ

の
渦う

づ

輪わ

、
彩あ

や

の
嵐

あ
ら
し

に
。 

  

先
行
研
究
に
お
い
て
、
こ
の
末
尾
の
一
行
は
、
恋
愛
へ
の
没
入
を
決
意
す
る
強
い
意
志
の
表
れ
と
し

て
扱
わ
れ
て
き
た
。
そ
の
た
め
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
詩
の
主
体
は
「
智
慧
の
相
者
」
の
言
葉
を
聞

き
つ
つ
も
、
恋
愛
へ
と
進
む
の
で
あ
る
が
、
恋
愛
へ
の
没
入
が
強
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、

恋
愛
へ
の
没
入
を
描
く
の
み
で
あ
る
な
ら
ば
、「
渦
輪
」「
嵐
」
と
い
う
詩
句
が
用
い
ら
れ
る
必
要
が
な

い
。「
香
」「
彩
」
の
詩
句
に
よ
っ
て
、
十
分
に
恋
愛
の
魅
力
は
伝
わ
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
、
こ
の
詩
の
主
体
は
、
「
智
慧
の
相
者
」
の
言
葉
を
聞
い
て
し
ま
っ
て
い
る
た
め
に
、
自
ら
が
飛
び

込
も
う
と
す
る
恋
愛
が
、
甘
美
で
瑞
々
し
い
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め

に
、「
香
の
渦
輪
」「
彩
の
嵐
」
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
う
考
え
る
と
、
こ
の
「
智
慧
の
相
者
は
我

を
見
て
」
は
、
単
な
る
恋
愛
へ
の
没
入
を
歌
う
、
恋
愛
賛
歌
と
し
て
見
る
こ
と
は
出
来
な
い
は
ず
で
あ

る
。
む
し
ろ
、
恋
愛
と
い
う
も
の
の
姿
を
突
き
詰
め
よ
う
と
す
る
姿
勢
の
表
れ
た
作
と
し
て
見
る
べ
き

で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。 

 

詩
の
主
体
が
最
終
的
に
受
け
入
れ
な
か
っ
た
よ
う
に
、
「
智
慧
の
相
者
」
の
警
告
は
、
恋
愛
の
一
面

を
言
い
当
て
て
み
た
に
す
ぎ
ず
、
十
分
な
理
解
の
上
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
一
面
を
言
い

当
て
て
は
い
る
た
め
に
、
第
二
連
で
展
開
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
、
恋
愛
を
甘
美
な
も
の
瑞
々
し
い
も
の

と
の
み
捉
え
て
い
た
、
詩
の
主
体
の
恋
愛
像
も
恋
愛
の
姿
を
掴
ん
だ
も
の
と
は
言
い
難
い
。
し
か
し
、

「
智
慧
の
相
者
」
の
言
葉
を
受
け
入
れ
た
自
分
を
想
像
し
て
み
る
に
、
第
三
連
か
ら
第
四
連
で
展
開
さ

れ
て
い
る
よ
う
な
、
「
一
色
の
物
憂
き
姿
」
で
し
か
な
い
た
め
に
、
詩
の
主
体
は
大
き
く
葛
藤
す
る
こ

と
と
な
る
。
進
む
も
進
ま
ぬ
も
己
が
傷
つ
か
ぬ
道
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
詩

の
主
体
の
恋
愛
像
が
、
「
智
慧
の
相
者
」
の
言
葉
に
よ
っ
て
、
変
質
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
詩
の
主
体
で
あ
れ
ば
、
迷
う
こ
と
な
く
、
恋
愛
へ
の
没
入
を
選
ん
で
い
た
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
そ
れ
は
、
恋
愛
の
一
側
面
に
の
み
目
を
向
け
た
選
択
に
他
な
ら
ず
、
言
い
換
え
れ
ば
恋
愛
の
姿
を

捉
え
切
れ
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
第
二
の
自
己
と
も
言
う
べ
き
「
智
慧
」
の
言
葉
に

よ
っ
て
、
自
分
が
今
ま
で
見
て
い
な
か
っ
た
側
面
を
見
せ
付
け
ら
れ
た
た
め
、
葛
藤
が
生
ま
れ
た
の
で

あ
る
。
こ
の
行
き
詰
ま
り
の
中
、
詩
の
主
体
は
恋
愛
を
選
択
す
る
の
で
あ
る
が
、
矢
張
り
、
こ
れ
は
苦

し
み
抜
い
た
末
の
選
択
で
あ
り
、
並
々
な
ら
ぬ
決
意
の
表
れ
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。 

 

し
か
し
、
そ
の
決
意
が
表
れ
た
末
尾
を
、
詩
の
主
体
の
決
意
と
の
み
捉
え
る
の
は
不
十
分
で
あ
ろ
う
。

も
っ
と
詩
の
主
体
の
持
っ
て
い
た
恋
愛
像
の
変
質
へ
と
目
を
向
け
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
香

の
渦
輪
」
「
彩
の
嵐
」
と
い
う
詩
句
は
、
官
能
の
交
錯
と
し
て
多
く
の
注
目
を
集
め
て
き
た
が
、
こ
こ

で
溶
け
合
わ
さ
れ
て
い
る
の
は
、
何
も
視
覚
、
嗅
覚
、
聴
覚
の
み
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
詩
の
主
体
の

恋
愛
観
と
「
智
慧
の
相
者
」
の
言
葉
と
が
、
恋
愛
の
甘
美
さ
、
瑞
々
し
さ
と
恋
愛
の
危
険
性
と
が
溶
け

合
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
有
明
が
「
幻
の
界
」
に
お
い
て
、
事
物
の
境
界
を
崩
し
た

よ
う
に
、
こ
の
「
智
慧
の
相
者
は
我
を
見
て
」
で
も
、
恋
愛
と
い
う
一
つ
の
枠
の
中
で
、
甘
美
さ
と
危

険
性
と
い
う
二
つ
が
、
お
互
い
の
境
界
を
崩
し
、
溶
け
合
い
、
照
応
す
る
様
を
、
末
尾
の
一
行
は
、
詩
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の
主
体
の
決
意
と
共
に
描
き
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
バ
ラ
ッ
ド
に
見
た
有
明
の
「
幻
の
界
」
は
、
ソ

ネ
ッ
ト
と
い
う
夢
幻
的
な
精
神
世
界
に
お
い
て
も
、
そ
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。 

 

続
い
て
「
若
葉
の
か
げ
」
へ
と
目
を
向
け
て
み
よ
う
。
第
二
章
で
引
用
し
て
い
る
た
め
に
、
本
文
の

引
用
は
避
け
る
が
、
前
述
の
通
り
、
こ
の
作
は
、
詩
の
主
体
の
木
陰
で
の
夢
想
状
態
を
描
き
出
し
て
い

る
。
恋
愛
に
お
け
る
二
極
の
照
応
と
い
っ
た
、
自
己
内
部
に
お
け
る
描
写
か
ら
、
自
然
の
姿
の
描
写
へ

と
い
う
よ
う
に
「
智
慧
の
相
者
は
我
を
見
て
」
か
ら
、
展
開
し
て
い
る
の
が
指
摘
で
き
る
。
夢
想
状
態

で
あ
る
た
め
、
自
己
内
部
の
問
題
と
し
て
捉
え
ら
れ
な
く
も
な
い
が
、
第
一
連
、
第
二
連
と
続
く
夢
想

へ
の
誘
い
が
自
然
の
描
写
を
伴
っ
て
行
わ
れ
る
点
、
第
三
連
で
畳
み
掛
け
る
よ
う
に
展
開
さ
れ
る
花
々

の
姿
か
ら
、
「
智
慧
の
相
者
は
我
を
見
て
」
と
比
し
て
、
自
己
外
部
へ
と
開
か
れ
た
こ
と
が
分
か
る
で

あ
ろ
う
。 

 

し
か
し
、
こ
の
「
若
葉
の
か
げ
」
に
お
い
て
注
目
し
た
い
の
は
、
有
明
の
夢
想
状
態
、
「
幻
の
界
」

が
、
諸
官
能
に
立
脚
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
ま
ず
、
詩
の
主
体
を
夢
想
へ
と
誘
う
際
に
、
芳
香

を
思
わ
せ
る
「
木
犀
」
が
登
場
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
香
り
に
誘
わ
れ
る
よ
う
に
、
視
覚
と
聴
覚
と
の

境
界
が
曖
昧
に
溶
け
合
わ
さ
っ
て
い
く
。
周
囲
の
事
物
が
、
「
歌
の
調
と
暢
び
ら
か
に
」
朧
に
な
っ
て

い
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
第
二
連
、
第
三
連
で
繰
り
返
さ
れ
る
同
語
反
復
が
、
夢
う
つ
つ
の
状
態
を

示
す
と
共
に
、
続
く
畳
み
掛
け
と
い
う
緊
張
部
へ
の
跳
躍
の
た
め
の
、
一
種
の
弛
緩
と
な
っ
て
い
る
。

第
三
連
後
半
か
ら
第
四
連
へ
か
け
て
の
部
分
は
、
花
々
の
饗
宴
か
ら
、
果
て
は
「
戀
の
花
」
「
吉
祥
の

君
」
と
い
っ
た
も
の
ま
で
が
次
々
と
舞
踊
る
。
そ
こ
で
は
、
ま
さ
に
「
艶
だ
ち
て
し
な
ゆ
る
色
の
連
彈
」

と
い
う
よ
う
に
、
視
覚
と
聴
覚
と
が
溶
け
合
い
、
照
応
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
連
彈
」
を
引
き

起
こ
し
た
の
は
「
木
犀
」
の
香
り
に
他
な
ら
な
い
た
め
、
こ
こ
に
は
嗅
覚
ま
で
も
が
参
画
し
て
い
る
こ

と
に
な
ろ
う
。
つ
ま
り
、
「
木
犀
」
の
芳
香
と
い
う
一
つ
の
刺
激
が
、
詩
の
主
体
の
諸
官
能
を
次
々
と

刺
激
し
、
嗅
覚
と
い
う
一
つ
の
官
能
に
留
ま
ら
ず
、
複
数
の
感
覚
を
同
時
多
発
的
に
刺
激
し
て
い
る
の

で
あ
る
。 

 

本
来
、
全
身
感
覚
的
な
刺
激
で
あ
る
自
然
と
い
う
自
己
外
部
の
存
在
を
、
ま
さ
に
全
身
感
覚
的
に
捉

え
て
い
る
姿
が
現
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
バ
ラ
ッ
ド
の
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
直
線
的
に
し
か
展
開
で

き
な
い
の
が
言
語
表
現
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
こ
で
は
バ
ラ
ッ
ド
の
よ
う
に
、
複
数
の
視
点
を
含
む
こ

と
に
よ
る
視
点
の
ズ
レ
も
、
追
憶
と
い
っ
た
手
法
も
用
い
ら
れ
て
は
い
な
い
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
諸
官

能
を
同
時
多
発
的
に
働
か
せ
る
た
め
に
、
音
楽
的
効
果
が
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
同
語
反
復

に
押
韻
、
そ
し
て
前
述
し
た
調
べ
の
転
調
と
で
も
言
う
べ
き
特
徴
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
第
一
連
に
お

け
る
「
歌
の
調
と
暢
び
ら
か
に
」
と
い
う
詩
句
に
よ
っ
て
、
読
者
に
効
果
的
に
音
楽
、
一
つ
の
曲
と
し

て
の
印
象
を
与
え
る
と
と
も
に
、
第
四
連
で
の
諸
官
能
の
交
錯
を
描
く
際
に
用
い
ら
れ
た
「
連
彈
」
の

詩
句
が
、
こ
の
「
若
葉
の
か
げ
」
を
一
つ
の
楽
曲
と
し
て
成
り
立
た
せ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、「
木
犀
」

の
香
り
と
い
っ
た
姿
を
持
た
な
い
刺
激
か
ら
、
視
覚
、
聴
覚
へ
と
次
々
と
展
開
し
、
立
ち
上
っ
て
く
る

幻
を
一
つ
の
も
の
と
し
て
、
統
合
、
照
応
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

こ
の
「
若
葉
の
か
げ
」
で
は
、
諸
官
能
の
同
時
多
発
性
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
幻
の
界
」
に
お

け
る
境
界
の
崩
壊
、
溶
け
合
い
が
、
人
間
の
官
能
に
立
脚
し
て
い
る
と
い
う
点
と
と
も
に
、
一
篇
の
ソ
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ネ
ッ
ト
を
音
楽
的
な
効
果
に
よ
っ
て
纏
め
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ひ
と
時
の
官
能
の
交
錯
を
切
り
取

っ
て
見
せ
た
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
「
智
慧
の
相
者
は
我
を
見
て
」
も
「
若
葉
の
か
げ
」
も
、
全
く
異
な
っ
た
素
材
、
対

象
を
描
き
な
が
ら
も
、
ど
ち
ら
も
、
そ
の
詩
世
界
に
お
い
て
、
境
界
を
溶
け
合
わ
せ
た
照
応
す
る
世
界
、

「
幻
の
界
」
を
秘
め
た
作
で
あ
る
。
ど
ち
ら
の
作
も
、
こ
の
「
幻
の
界
」
に
お
け
る
詩
の
主
体
の
精
神

の
動
き
を
捉
え
た
作
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
二
篇
か
ら
、
「
豹
の
血
」
は
始
ま
る
の
で
あ
る
。

こ
の
提
示
部
と
も
言
え
る
二
篇
で
見
せ
た
「
幻
の
界
」
は
続
く
作
で
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
く
の
で

あ
ろ
う
か
。 

 

二 

展
開
部
「
靈
の
日
の
蝕
」「
月
し
ろ
」「
蠱
の
露
」 

  

「
豹
の
血
」
冒
頭
二
篇
で
見
せ
た
、
「
幻
の
界
」
に
お
け
る
境
界
の
溶
け
合
い
と
照
応
と
い
う
旋
律

を
響
か
せ
な
が
ら
も
、
続
く
「
靈
の
日
の
蝕
」
か
ら
の
三
篇
で
は
、
そ
の
様
相
が
少
し
ず
つ
変
化
し
て

い
る
よ
う
に
見
え
る
。
ま
ず
は
、「
靈
の
日
の
蝕
」
か
ら
順
に
そ
の
変
化
を
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。 

 

「
靈
の
日
の
蝕
」
は
、
突
如
と
し
て
襲
い
掛
か
っ
て
き
た
、
抗
い
難
い
肉
欲
へ
の
誘
い
を
、
不
気
味

で
い
て
、
そ
し
て
当
時
に
あ
っ
て
は
珍
し
い
素
材
を
用
い
て
描
き
出
し
た
作
で
あ
る
。
そ
の
本
文
は
以

下
の
通
り
で
あ
る
。 

  

時と
き

ぞ
と
も
な
く
暗く

ら

う
な
る
生

い
の
ち

の
扃

と
ぼ
そ

、

― 

こ
は
い
か
に
、
四
方

あ

た

り

の
さ
ま
も
け
す
さ
ま
じ
、 

こ
は
ま
た
如
何

い

か

に
我わ

が

胸む
ね

の
罪つ

み

の
泉

い
づ
み

を 

何な
に

も
の
か
頸

う
な
じ

さ
し
の
べ
ひ
た
吸す

ひ
ぬ
。 

 

善よ

し
と
匂に

ほ

へ
る
花
瓣

は
な
び
ら

は
徒あ

だ

に
凋し

ぼ

み
て
、 

悪あ

し
き
果み

は
熟つ

え
て
墜お

ち
た
り
お
の
づ
か
ら 

わ
が
掌
底

た
な
ぞ
こ

に
、
生な

ま

温ぬ
る

き
そ
の
香か

を
か
げ
ば 

唇
く
ち
び
る

の
い
や
堪た

う
ま
じ
き
渇か

は

き
か
な
。 
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聞き

け
、
物も

の

の
音お

と

、

―
飛と

び
過す

が
ふ
蝗

い
な
ご

の
羽
音

は

お

と

か
、 

む
ら
む
ら
と
大
沼

お

ほ

ぬ

の
底そ

こ

を
沸わ

き
の
ぼ
る 

毒ど
く

の
水
泡

み

な

わ

の
水み

づ

の
面も

に
彈は

じ

く
響

ひ
ゞ
き

か
、 

 

あ
る
は
ま
た
疫

え
や
み

の
さ
や
ぎ
、
野の

の
犬い

ぬ

の 

淫
た
は
れ

の
宮み

や

に
叫さ

け

ぶ
に
か
、
噫あ

ゝ

、
仰あ

ふ

ぎ
見み

よ
、 

微か
す

か
な
る
心

こ
ゝ
ろ

の
星ほ

し

や
、
靈た

ま

の
日ひ

の
蝕

し
ょ
く

。 

 

第
一
連
に
お
け
る
「
時
ぞ
と
も
な
く
」
の
詩
句
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
こ
の
詩
の
主
体
の
内
部
世
界

に
訪
れ
た
変
異
と
い
う
も
の
が
、
詩
の
主
体
の
意
識
の
働
き
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
突
如
と
し
て
襲

い
掛
か
っ
て
き
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
内
部
世
界
の
変
化
に
対
し
、
詩
の
主
体
は
動
揺
を
隠
せ
な
い
。

「
こ
は
い
か
に
」
「
こ
は
ま
た
如
何
に
」
と
繰
り
返
さ
れ
る
疑
問
が
、
そ
の
動
揺
を
示
す
と
共
に
、
そ

う
し
た
状
況
下
に
あ
っ
て
も
、
現
状
を
何
と
か
把
握
し
よ
う
と
す
る
詩
の
主
体
の
意
識
が
表
れ
て
い
る
。

こ
の
内
部
世
界
の
変
化
は
、「
我
胸
の
罪
の
泉
を
／
何
も
の
か
頸
さ
し
の
べ
ひ
た
吸
ひ
ぬ
。」
や
「
生
温

き
そ
の
香
を
か
げ
ば
／
唇
の
い
や
堪
馬
路
貴
下
わ
き
か
な
。
」
と
い
っ
た
、
不
気
味
で
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク

な
詩
句
か
ら
も
、
ま
た
、
第
四
連
の
「
淫
の
宮
」
の
詩
句
に
集
約
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
肉
欲
、
性
欲

の
湧
き
上
が
り
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
こ
の
変
化
は
、
詩
の
主
体
の
望
ん
だ
も
の
、
意
識
的

な
も
の
で
は
な
い
次
元
で
引
き
起
こ
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
こ
の
状
況
に
詩
の
主
体
は
抗
う
こ
と
が
出

来
な
い
。 

 

視
覚
、
味
覚
、
嗅
覚
と
い
っ
た
感
覚
刺
激
か
ら
始
ま
っ
た
内
部
世
界
の
変
化
は
、
第
三
連
に
入
っ
て

一
気
に
加
速
す
る
。
「
聞
け
、
物
の
音
」
と
い
う
よ
う
に
、
主
と
な
る
官
能
が
聴
覚
へ
と
変
化
す
る
と

共
に
、
そ
の
弁
論
調
の
表
現
、
「
蝗
」
や
「
野
の
犬
」
と
い
っ
た
聖
書
か
ら
の
影
響
を
見
せ
な
が
ら
、

詩
の
主
体
の
内
部
世
界
に
、
肉
欲
、
性
欲
の
音
を
響
き
渡
ら
せ
て
い
く
。
こ
こ
で
聖
書
か
ら
の
素
材
を

用
い
た
の
は
、「
蝗
」「
野
の
犬
」
が
日
本
の
伝
統
的
な
詩
歌
で
の
用
い
ら
れ
方
と
異
な
り
、
不
気
味
な

存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
更
に
、
有
明
詩
に
は
仏
教
語
が
多
く
用
い
ら
れ
て

い
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
に
幾
度
も
指
摘
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
仏
教
的
な
印
象
で

描
か
れ
て
き
た
内
部
世
界
に
、
聖
書
の
素
材
と
い
う
、
異
質
な
素
材
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の

引
き
起
こ
さ
れ
た
変
化
が
、
詩
の
主
体
に
と
っ
て
、
よ
り
異
質
で
よ
り
突
発
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う

印
象
を
強
め
て
い
る
こ
と
も
加
え
て
お
き
た
い
。 
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そ
し
て
、
諸
感
覚
を
用
い
て
自
己
の
内
部
世
界
の
変
化
を
見
極
め
よ
う
と
し
て
き
た
詩
の
主
体
は
、

最
後
に
空
を
見
上
げ
、
「
靈
の
日
の
蝕
」
に
よ
っ
て
こ
の
変
化
が
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
を
知
り
、
頼
み

の
綱
で
あ
る
「
心
の
星
」
言
わ
ば
詩
の
主
体
の
意
識
の
核
が
蝕
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
き
、
こ
の
「
靈

の
日
の
蝕
」
は
幕
を
閉
じ
る
。 

 

こ
の
「
靈
の
日
の
蝕
」
で
は
、
前
の
二
篇
で
見
て
き
た
よ
う
な
、
境
界
の
融
合
、
照
応
は
見
ら
れ
な

い
。
む
し
ろ
、
自
己
の
意
識
的
な
領
域
と
、
自
己
の
無
意
識
的
な
領
域
と
の
境
界
線
が
際
立
っ
て
描
か

れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
こ
こ
で
は
、
境
界
を
崩
す
と
い
う
動
き
と
は
正
反
対
の
方
向
へ
の
運
動
が

描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
本
来
自
己
と
い
う
一
つ
の
存
在
の
中
に
、
こ
れ
ま
で
に
意
識
と
無
意
識
と

い
う
間
の
境
界
線
を
引
く
こ
と
は
、
従
来
の
境
界
を
動
か
す
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、
境
界
の
融
合
、

照
応
と
通
じ
る
も
の
が
な
く
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
有
明
に
と
っ
て
の
重
要
な
問
題
が
、
従
来
の
境
界

に
よ
る
認
識
世
界
か
ら
の
脱
却
に
あ
る
こ
と
は
指
摘
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

最
後
に
も
う
一
つ
、
こ
の
「
靈
の
日
の
蝕
」
は
、
「
智
慧
の
相
者
は
我
を
見
て
」
に
お
け
る
「
智
慧

の
相
者
」
が
「
我
」
に
与
え
た
警
句
の
内
容
に
通
じ
る
世
界
が
描
写
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お

き
た
い
。
「
智
慧
の
相
者
は
我
を
見
て
」
に
お
い
て
、
「
我
」
は
こ
の
警
句
に
対
し
て
、
「
雲
、
疾
風
」

が
襲
っ
て
き
た
こ
と
を
想
像
す
る
の
で
は
な
く
、
「
君
」
の
も
と
を
立
ち
去
っ
た
場
合
の
「
我
」
の
姿

を
想
像
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
「
靈
の
日
の
蝕
」
は
、
ま
さ
に
「
雲
、
疾
風
」
が
襲
っ
て
き
た

内
部
世
界
を
描
写
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
「
蝕
」
と
い
う
珍
し
い
素
材
も
、
空
の
天
体
の
光
を
遮

る
存
在
と
し
て
の
「
雲
」
と
、
そ
の
働
き
の
点
に
お
い
て
符
合
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
蝗
」
の
発
す

る
「
羽
音
」
と
、
突
如
と
し
て
襲
っ
て
き
た
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、
ま
さ
に
「
疾
風
」
の
如
く
で
あ

る
と
言
え
よ
う
。
つ
ま
り
、
こ
の
「
靈
の
日
の
蝕
」
は
、
「
智
慧
の
相
者
」
の
警
句
が
、
実
際
に
実
現

し
て
し
ま
っ
た
内
部
世
界
を
描
写
し
た
世
界
な
の
で
あ
る
。 

 

次
に
、「
月
し
ろ
」
が
続
く
の
で
あ
る
が
、「
月
し
ろ
」
に
目
を
向
け
る
前
に
、
先
に
「
蠱
の
露
」
を

見
て
み
た
い
。
「
蠱
の
露
」
は
、
酒
と
い
う
素
材
を
用
い
て
、
恋
愛
に
つ
い
て
歌
っ
た
作
で
あ
る
。
酒

を
介
し
て
、
詩
の
主
体
と
、「
君
」
と
の
関
係
が
描
か
れ
て
い
る
。
本
文
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。 

 

文
目

あ

や

め

も
わ
か
ぬ
夜よ

の
室む

ろ

に
濃こ

き
愁う

れ

ひ
も
て 

醸か

み
に
た
る
酒さ

け

に
し
あ
れ
ば
、

唇
く
ち
び
る

に 

そ
の
さ
さ
や
き
を
日ひ

も
す
が
ら
味

あ
ぢ
は

ひ
知し

り
ぬ
、 

わ
が
君き

み

よ
、
絶
間

た

え

ま

も
あ
ら
ぬ
誄
辭

し
ぬ
び
ご
と

。 

 

何な
に

の
痛い

た

み
か
柔

や
は
ら

か
き
こ
の
醉ゑ

ひ

に
し
も 
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ま
さ
ら
む
や
、
嘆な

げ

き
思お

も

ふ
は
何な

に

な
る
と 

占う
ら

問ど

ひ
ま
す
な
、
夢ゆ

め

の
夢ゆ

め

、
君き

み

が
み
苑そ

の

に 

あ
り
も
せ
ば
、
こ
は
蜉
蝣

か
げ
ろ
ふ

の
か
げ
の
か
げ
。 

 

見み

お
こ
せ
た
ま
へ

盞
さ
か
づ
き

を
、
げ
に
美う

る

は
し
き 

お
ん
眼め

こ
そ
翅

つ
ば
さ

う
る
め
る
乙
鳥

つ
ば
く
ら
め

、 

透す
い

影か
げ

に
し
て
浮う

か

び
添そ

ひ
映う

つ

り
徹と

ほ

り
ぬ
、 

 

い
み
じ
さ
よ
、
濁に

ご

れ
る
酒さ

け

も
今い

ま

は
と
て 

輝
か
ゞ
や

き
出い

づ
れ
、
う
ら
う
へ
に
、
靈た

ま

の
欲ほ

り
す
る 

蠱ま
じ

の
露つ

ゆ

。

―
い
ざ
諸
共

も
ろ
と
も

に
乾ほ

し
て
あ
ら
な
む
。 

 

真
っ
黒
い
「
濃
き
愁
ひ
」
に
よ
っ
て
醸
造
さ
れ
た
酒
を
飲
む
よ
う
な
心
地
に
な
る
、
「
君
」
か
ら
の

誘
惑
、「
君
」
と
の
恋
愛
と
い
う
の
で
あ
る
た
め
、「
智
慧
の
相
者
は
我
を
見
て
」
同
様
に
、
恋
愛
に
は
、

甘
美
な
る
面
と
、
苦
痛
に
つ
な
が
る
面
と
が
存
し
て
い
る
こ
と
を
、
既
に
詩
の
主
体
は
実
感
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
詩
の
主
体
に
と
っ
て
は
、
た
と
え
「
濃
き
愁
ひ
」
を
飲
む
こ
と
に
な
ろ
う

と
も
、
そ
の
際
に
得
ら
れ
る
「
醉
」
の
方
が
、
遥
か
に
魅
力
的
な
の
で
あ
ろ
う
。
「
何
の
痛
み
か
柔
か

き
こ
の
醉
に
し
も
／
ま
さ
ら
む
や
」
と
い
う
詩
句
は
、
ま
さ
に
こ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
あ
く
ま
で
も
「
濃
き
愁
ひ
」
か
ら
醸
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
た
め
に
、
「
痛
み
」
か
ら
逃
れ
る

こ
と
は
叶
わ
な
い
。「
嘆
き
思
ふ
は
何
な
る
と
／
占
問
ひ
ま
す
な
」
と
い
う
こ
と
は
、
詩
の
主
体
は
「
嘆

き
」
に
囚
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
、
「
痛
み
」
と
「
醉
」
と
を
同
時
に
存
在
さ

せ
て
い
る
「
蠱
の
露
」
と
い
う
酒
を
、
詩
の
主
体
は
飲
み
続
け
る
。
し
か
し
、
こ
の
酒
を
飲
む
と
い
う

行
為
に
も
、
一
つ
の
条
件
が
あ
る
。
第
三
連
冒
頭
の
「
見
お
こ
せ
た
ま
へ
」
の
語
で
あ
る
。
「
君
」
の

「
美
は
し
き
／
お
ん
眼
」
に
よ
っ
て
、
こ
の
「
蠱
の
露
」
が
満
ち
た
「
盞
」
が
見
ら
れ
る
。
つ
ま
り
は
、

詩
の
主
体
と
「
君
」
と
が
、
共
に
こ
の
酒
を
飲
む
こ
と
、
共
に
恋
愛
へ
と
進
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
め

て
「
濁
れ
る
酒
」
も
「
輝
き
出
」
す
の
で
あ
る
。
「
君
が
み
苑
に
／
あ
り
も
せ
ば
、
こ
は
蜉
蝣
の
か
げ

の
か
げ
」
で
あ
る
た
め
、
「
君
」
に
と
っ
て
は
、
ほ
ん
の
一
瞥
、
ち
ょ
っ
と
し
た
目
の
動
き
と
い
う
些



 

61 

 

細
な
こ
と
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
詩
の
主
体
の
持
つ
酒
が
、「
靈
の
欲
り
す
る
」

程
の
価
値
あ
る
「
蠱
の
露
」
と
な
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
酒
を
「
君
」
に
は
共
に
飲
ん
で

欲
し
い
、
自
ら
と
共
に
、
恋
愛
へ
と
進
ん
で
欲
し
い
と
い
う
願
い
に
よ
っ
て
、
こ
の
作
は
結
ば
れ
る
。 

 

こ
の
「
蠱
の
露
」
に
お
い
て
は
、
酒
と
い
う
限
定
さ
れ
た
場
に
お
い
て
、
「
濃
き
愁
ひ
」
か
ら
醸
造

さ
れ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
れ
こ
そ
が
「
靈
の
欲
り
す
る
」
も
の
と
な
る
こ
と
、
ま
た
、
「
痛
み
」
と

「
醉
」
と
の
同
居
、
「
濁
り
」
か
ら
「
輝
き
」
へ
と
い
う
動
き
が
、
全
て
内
包
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分

か
る
。
こ
れ
ま
で
の
「
幻
の
界
」
同
様
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
境
界
が
崩
さ
れ
、
照
応
し
あ
っ
て
い
る
。
ま

た
、
味
覚
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
点
も
注
目
に
値
す
る
。「
靈
の
日
の
蝕
」
と
同
じ
よ
う
に
、
渇
き
（
乾

き
）
と
飲
む
と
い
う
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
詩
の
主
体
の
意
識
の
方
向
が
、
正
反
対

の
方
向
へ
と
向
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
靈
の
日
の
蝕
」
で
は
、
無
意
識
的
な
肉
欲
へ
の
誘
惑
を
、
不

気
味
で
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
渇
き
と
飲
む
に
よ
っ
て
描
い
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
「
蠱
の
露
」
で
は
、

「
痛
み
」
を
受
け
入
れ
て
で
も
「
醉
」
を
手
に
す
る
と
い
う
飲
む
と
、
共
に
恋
愛
へ
進
む
と
い
う
乾
き

が
描
か
れ
て
い
る
。
前
者
は
抑
制
と
制
御
の
対
象
と
し
て
、
後
者
は
自
ら
が
進
む
も
の
と
し
て
描
か
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
同
様
の
イ
メ
ー
ジ
、
表
現
に
よ
っ
て
、
全
く
異
な
る
側
面
を
描
き
出
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
「
蠱
の
露
」
は
、
「
痛
み
」
を
受
け
入
れ
て
で
も
「
醉
」
を
手
に
す
る
の
で

あ
る
か
ら
、
そ
の
危
険
性
を
意
識
し
つ
つ
も
恋
愛
へ
突
き
進
む
と
い
う
「
智
慧
の
相
者
は
我
を
見
て
」

の
末
尾
と
非
常
に
よ
く
符
合
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

そ
う
考
え
る
と
、
こ
の
「
蠱
の
露
」
と
「
靈
の
日
の
蝕
」
と
は
、
「
智
慧
の
相
者
は
我
を
見
て
」
を

き
れ
い
に
二
分
割
し
た
よ
う
な
関
係
に
な
っ
て
い
る
。
素
材
が
変
わ
り
、
そ
の
表
現
も
変
わ
っ
て
い
る

の
で
あ
る
が
、「
靈
の
日
の
蝕
」
で
は
「
智
慧
の
相
者
」
の
警
句
が
実
現
し
た
姿
を
、「
蠱
の
露
」
で
は

「
香
の
渦
輪
、
彩
の
嵐
」
へ
と
進
も
う
と
す
る
詩
の
主
体
の
姿
が
を
、
そ
れ
ぞ
れ
描
い
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
「
靈
の
日
の
蝕
」
と
「
蠱
の
露
」
は
、
飲
む
と
い
う
行
為
、
味
覚

的
な
刺
激
、
特
に
渇
き
（
乾
き
）
と
飲
む
に
よ
っ
て
、
正
反
対
の
方
向
を
示
す
二
者
が
一
致
す
る
と
い

う
照
応
関
係
を
見
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
二
篇
は
、
提
示
部
で
示
さ
れ
た
「
智
慧
の
相

者
は
我
を
見
て
」
の
一
篇
を
複
数
の
作
に
よ
っ
て
織
り
成
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
し
て
、
そ
の
二
篇
は
、
続
い
て
配
列
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
間
に
「
月
し
ろ
」
を
挟
ん
で
い
る

の
で
あ
る
。
こ
の
二
篇
に
挟
ま
れ
た
「
月
し
ろ
」
は
、
何
を
描
き
出
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ

で
は
、「
月
し
ろ
」
へ
と
目
を
向
け
よ
う
。 

 

「
月
し
ろ
」
は
、
詩
の
主
体
の
心
を
表
す
「
池
水
」
と
、
「
佳
人
」
と
の
日
々
を
象
徴
的
に
示
し
た

「
古
宮
」
と
の
関
係
を
描
い
た
作
で
あ
る
。
両
者
の
間
を
結
び
つ
け
る
「
追
憶
」
と
い
う
行
為
を
描
き

出
し
て
い
る
作
と
言
え
る
だ
ろ
う
。「
月
し
ろ
」
の
本
文
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。 

 

淀よ
ど

み
流な

が

れ
ぬ
わ
が
胸む

ね

に
憂う

れ

ひ
悩な

や

み
の 

浮う
き

藻も

こ
そ
ひ
ろ
ご
り
わ
た
れ
黝く

ろ

ず
み
て
、 
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い
つ
も
い
ぶ
せ
き
黄
昏

た
そ
が
れ

の
影か

げ

を
や
ど
せ
る 

池い
け

水み
づ

に
映う

つ

る
は
暗く

ら

き
古
宮

ふ
る
み
や

か
。 

 

石い
し

の

階
き
ざ
は
し

頽く
づ

れ
落お

ち
、
水
際

み

ぎ

は

に
寂さ

び
ぬ
、 

沈し
づ

み
た
る
快
樂

け

ら

く

を
誰た

れ

か
ま
た
讚ほ

め
む
、 

か
つ
て
た
ど
り
し
佳
人

よ
き
ひ
と

の
足あ

の
音と

の
歌う

た

を 

そ
の
石い

し

に
な
ほ
慕し

た

ひ
寄よ

る
水み

づ

の
夢ゆ

め

。 

 

花は
な

の
思お

も

ひ
を
さ
な
が
ら
の
禱

い
の
り

の
言
葉

こ

と

ば

、 

額ぬ
か

づ
き
し
面お

も

わ
の
か
げ
の
滅き

え
が
て
に 

こ
の
世よ

な
ら
ざ
る
縁

え
に
し

こ
そ
不
思
議

ふ

し

ぎ

の
ち
か
ら
、 

 

追
憶

お
も
ひ
で

の
遠と

ほ

き
昔

む
か
し

の
み
空そ

ら

よ
り 

池い
け

の
こ
こ
ろ
に
懷な

つ

か
し
き
名
殘

な

ご

り

の
光

ひ
か
り

、 

月つ
き

し
ろ
ぞ
今い

ま

も
を
り
を
り
浮う

か
び
た
だ
よ
ふ
。 

  

ま
ず
こ
の
「
月
し
ろ
」
で
目
に
つ
く
の
が
、
渋
沢
氏
も
指
摘
し
た
通
りv

iii

、
こ
の
作
に
施
さ
れ
た
音

色
効
果
で
あ
る
。
第
一
連
で
の
「
憂
ひ
悩
み
」
と
「
浮
藻
」、「
い
ぶ
せ
き
」
と
「
池
水
」
と
い
う
ウ
と

イ
と
の
音
に
よ
る
頭
韻
か
ら
始
ま
り
、
こ
の
イ
の
音
を
響
か
せ
な
が
ら
、「
池
水
」
と
関
係
の
深
い
「
古

宮
」
を
形
成
す
る
「
石
」
が
第
二
連
で
示
さ
れ
る
。
こ
の
「
石
」
を
第
二
連
の
一
行
目
と
四
行
目
に
配

す
る
こ
と
で
、
音
調
を
整
え
つ
つ
、
第
二
連
で
は
「
石
」
の
も
う
一
つ
の
音
で
あ
る
シ
の
音
が
、
「
沈

み
た
る
」
「
た
ど
り
し
」
と
、
詩
句
の
頭
と
末
尾
と
い
う
よ
う
に
響
く
。
そ
う
し
た
シ
の
音
に
支
え
ら

れ
な
が
ら
、
第
二
連
の
二
、
三
行
目
で
は
、
タ
行
の
音
が
跳
ね
る
よ
う
に
配
さ
れ
る
。
シ
と
い
う
沈
静

し
た
音
と
と
も
に
、
明
る
く
開
放
的
な
タ
行
の
音
が
混
じ
り
合
い
な
が
ら
展
開
す
る
こ
と
で
、
過
ぎ
去
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っ
て
し
ま
っ
た
過
去
の
出
来
事
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、
そ
の
思
い
出
が
詩
の
主
体
に
と
っ
て
、
明
る

く
楽
し
か
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
音
の
上
で
も
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
第
三
連
で
は
、
一
転
し

て
、
「
花
の
思
ひ
」
「
禱
の
言
葉
」
「
額
づ
き
し
」
と
い
う
よ
う
に
、
ナ
行
の
音
が
目
立
つ
。
絡
み
つ
く

よ
う
で
、
こ
も
っ
た
音
の
連
続
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
流
れ
が
一
旦
途
切
れ
る
よ
う
な
、
緩
や
か
な

響
き
を
見
せ
る
。
そ
し
て
そ
の
直
後
に
「
こ
の
世
な
ら
ざ
る
縁
こ
そ
不
思
議
の
ち
か
ら
」
と
強
い
断
定

を
示
す
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
音
の
調
べ
に
緩
急
が
つ
き
、
末
尾
の
断
定
を
よ
り
力
強
く
響
か

せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
第
四
連
で
は
、
再
び
調
べ
は
沈
静
し
た
響
き
を
取
り
戻
す
。
三
行
そ
れ

ぞ
れ
に
配
さ
れ
た
シ
の
音
が
第
一
連
で
の
沈
静
し
た
調
べ
と
響
き
合
い
、
詩
世
界
を
再
び
静
か
な
情
景

へ
と
誘
う
。
そ
の
な
か
で
、
陽
光
の
よ
う
に
鋭
く
も
、
強
く
も
な
い
が
、
そ
れ
で
い
て
し
っ
か
り
と
し

た
「
月
」
の
光
が
穏
や
か
に
降
り
注
ぐ
様
が
示
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
詩
世
界
の
描
写
と
詩
句
と
の

音
調
と
が
互
い
に
調
和
し
合
っ
た
作
で
あ
り
、
「
月
し
ろ
」
に
お
け
る
音
色
は
、
非
常
に
高
い
効
果
を

挙
げ
て
い
る
。 

 

こ
う
し
た
高
い
音
色
効
果
を
伴
い
な
が
ら
、
こ
の
「
月
し
ろ
」
で
は
、
詩
の
主
体
の
「
こ
こ
ろ
」
を

示
す
「
池
水
」
と
「
佳
人
」
と
の
日
々
の
象
徴
で
あ
る
「
古
宮
」
と
の
関
係
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。

「
池
」
は
水
平
方
向
に
広
が
る
存
在
で
あ
り
、
水
の
側
の
存
在
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
「
古
宮
」
は

「
階
」
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
鉛
直
方
向
に
広
が
る
存
在
で
あ
り
、
陸
の
側
の
存
在
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、

両
者
に
は
直
接
的
に
関
係
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
な
い
。
互
い
に
交
わ
る
こ
と
の
な
い
、
間
に
深
い

溝
を
持
っ
た
関
係
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
「
池
水
」
は
「
古
宮
」
の
傍
か
ら
離
れ
よ
う
と
は

し
な
い
。
触
れ
ら
れ
ず
と
も
「
な
ほ
慕
ひ
寄
る
」
の
で
あ
る
。
こ
の
関
係
に
は
、
「
追
憶
」
と
い
う
も

の
の
形
が
示
さ
れ
て
い
る
。
過
去
と
し
て
過
ぎ
去
っ
た
も
の
で
あ
る
た
め
に
、
現
在
に
お
い
て
直
接
的

に
触
れ
合
う
と
い
う
こ
と
は
到
底
叶
う
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
思
い
出
さ
ず
に
は

い
ら
れ
な
い
と
い
っ
た
関
係
が
う
か
が
い
知
れ
る
。
こ
う
し
た
両
者
を
、
「
池
水
」
が
「
古
宮
」
を
映

す
と
い
っ
た
情
景
や
、
先
に
述
べ
た
よ
う
な
音
色
効
果
、
と
り
わ
け
渋
沢
氏
が 

  
 

「
た
ど
り
し
」
と
「
歌
」、「
人
と
「
足
の
音
」、
さ
ら
に
そ
れ
に
も
ま
し
て
「
た
ど
り
し
」、「
歌
」、

「
石
」、「
慕
ひ
寄
る
」
と
い
う
ふ
う
に
、
タ
音
と
シ
音
の
交
替
反
復
に
よ
る
四
つ
の
語
句
の
絶
妙

な
連
続
が
、
つ
い
に
石
と
水
と
の
対
立
を
解
消
し
て
ひ
と
つ
の
慕
情
の
う
ち
に
ゆ
っ
た
り
と
融
け

合
わ
せ
る
の
で
あ
る
。 

 

と
評
し
た
よ
う
な
も
の
に
よ
っ
て
、
深
い
溝
を
越
え
て
、
境
界
を
溶
か
し
、
照
応
さ
せ
て
い
く
。
こ
こ

で
も
、
提
示
部
で
の
二
篇
か
ら
続
く
通
奏
低
音
が
響
い
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
「
月
し
ろ
」

で
注
目
し
た
い
の
は
、
こ
こ
で
は
な
い
。「
月
し
ろ
」
は
こ
の
通
奏
低
音
で
は
終
わ
ら
な
い
の
で
あ
る
。

境
界
の
融
解
と
、
そ
れ
に
よ
る
事
物
の
照
応
と
い
っ
た
点
に
留
ま
ら
ず
、
有
明
の
意
識
は
更
に
先
へ
と

進
ん
で
い
く
。
つ
ま
り
、
境
界
を
融
解
さ
せ
、
事
物
を
照
応
さ
せ
る
存
在
へ
と
描
写
の
対
象
を
映
し
て

い
く
の
で
あ
る
。 

 

第
二
連
ま
で
の
一
連
の
調
べ
か
ら
一
転
し
、
緩
急
を
つ
け
た
所
で
強
く
響
い
た
あ
の
断
定
句
で
あ
る
。
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「
こ
の
世
な
ら
ざ
る
縁
こ
そ
不
思
議
の
ち
か
ら
」
と
描
き
出
さ
れ
た
存
在
は
ま
さ
に
、「
池
水
」
と
「
古

宮
」
と
を
繋
ぎ
と
め
、
結
び
つ
け
る
「
ち
か
ら
」
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
存
在
を
「
月
し
ろ
」

の
中
で
形
象
し
た
も
の
が
、
「
月
」
の
光
に
他
な
ら
な
い
。
第
四
連
で
沈
静
し
た
光
を
「
池
水
」
に
も

「
古
宮
」
に
も
平
等
に
注
ぐ
と
と
も
に
、
両
者
を
結
び
つ
け
る
「
映
す
」
と
い
う
現
象
の
源
で
も
あ
り
、

何
よ
り
「
懐
か
し
き
名
殘
の
光
」
と
い
う
「
追
憶
」
そ
の
も
の
を
示
す
よ
う
な
詩
句
で
描
き
出
さ
れ
る

「
月
」
の
光
こ
そ
、「
不
思
議
の
ち
か
ら
」
の
姿
な
の
で
あ
る
。 

 

「
豹
の
血
」
冒
頭
の
「
智
慧
の
相
者
は
我
を
見
て
」
を
二
分
す
る
よ
う
に
描
か
れ
た
作
で
あ
る
「
靈

の
日
の
蝕
」
と
「
蠱
の
露
」
と
の
間
に
挟
ま
れ
る
形
で
、
こ
の
「
月
し
ろ
」
は
配
さ
れ
て
い
た
。
言
わ

ば
、
「
智
慧
の
相
者
は
我
を
見
て
」
に
お
け
る
境
界
の
融
解
と
事
物
の
照
応
と
い
う
運
動
の
さ
な
か
に

お
け
る
世
界
を
、
も
し
く
は
運
動
の
中
核
を
描
く
か
の
よ
う
な
位
置
に
配
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

う
し
た
位
置
に
相
応
し
く
、
「
月
し
ろ
」
に
は
、
境
界
の
融
解
と
事
物
の
照
応
と
い
っ
た
通
奏
低
音
に

留
ま
ら
ず
、
こ
う
し
た
通
奏
低
音
の
奏
者
と
で
も
言
う
べ
き
、
こ
れ
ら
の
運
動
を
為
す
存
在
へ
と
詩
筆

が
向
け
ら
れ
て
い
る
。
嗅
覚
や
触
覚
と
い
っ
た
官
能
的
な
表
現
が
「
靈
の
日
の
蝕
」
「
蠱
の
露
」
と
比

べ
て
少
な
く
な
っ
て
い
る
の
は
、
こ
の
「
月
し
ろ
」
が
官
能
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
境
界
の
融
解

と
事
物
の
照
応
と
い
う
詩
境
か
ら
、
一
層
深
く
潜
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
豹
の
血
」
の
配
列
の
上
で
も
「
靈
の
日
の
蝕
」
と
「
蠱
の
露
」
と
の
官
能
的
な
描
写
に
支
え
ら
れ
る

よ
う
に
し
て
、
「
智
慧
の
相
者
は
我
を
見
て
」
か
ら
更
に
深
部
へ
と
歩
み
を
進
め
た
作
で
あ
る
と
言
え

る
。 

 

三 

山
場
の
部
「
茉
莉
花
」 

  

提
示
部
二
篇
、
展
開
部
三
篇
の
流
れ
を
受
け
て
、
「
豹
の
血
」
は
山
場
の
部
を
迎
え
る
。
代
表
作
と

名
高
い
「
茉
莉
花
」
が
六
篇
目
に
配
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
多
く
の
注
目
を
集
め
、
人
口

に
膾
炙
し
た
作
で
あ
る
た
め
、
内
容
に
関
し
て
は
多
く
の
説
明
を
必
要
と
は
し
な
い
と
思
わ
れ
る
。
こ

の
「
茉
莉
花
」
は
、
廓
を
思
わ
せ
る
「
一
室
」
に
お
い
て
、
「
君
」
の
在
不
在
を
昼
と
夜
の
場
面
と
に

分
け
、
描
き
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
文
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。 

 

咽む
せ

び
嘆な

げ

か
ふ
わ
が
胸む

ね

の
曇く

も

り
物
憂

も

の

う

き 

紗し
ゃ

の
帳

と
ば
り

し
な
め
き
か
か
げ
、
か
が
や
か
に
、 

或あ
る

日ひ

は
映う

つ

る
君き

み

が
面お

も

、
媚こ

び

の
野の

に
さ
く 

阿
芙
蓉

あ

ふ

よ

う

の
萎ぬ

え
嬌な

ま

め
け
る
そ
の
匂に

ほ

ひ
。 
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魂た
ま

を
も
蕩た

ら
す
私
語

さ
ゝ
め
き

に
誘さ

そ

は
れ
つ
つ
も
、 

わ
れ
は
ま
た
君き

み

を
擁い

だ

き
て
泣な

く
な
め
り
、 

極
秘

ご

く

ひ

の
愁

う
れ
ひ

、
夢ゆ

め

の
わ
な
、

―
君き

み

が
腕

か
ひ
な

に
、 

痛い
た

ま
し
き
わ
が
た
だ
む
き
は
と
ら
は
れ
ぬ
。 

 

ま
た
或あ

る

宵よ
い

は
君き

み

見み

え
ず
、
生
絹

す

ゞ

し

の
衣き

ぬ

の 

衣き
ぬ

ず
れ
の
音お

と

の
さ
や
さ
や
す
ず
ろ
か
に 

た
だ
傳つ

た

ふ
の
み
、
わ
が
心

こ
ゝ
ろ

こ
の
時と

き

裂さ

け
つ
、 

 

茉
莉
花

ま

つ

り

く

わ

の
夜よ

る

の
一
室

ひ

と

ま

の
香か

の
か
げ
に 

ま
じ
れ
る
君き

み

が
微
笑

ほ
ゝ
ゑ
み

は
わ
が
身み

の
痍き

づ

を 

も
と
め
來き

て
沁し

み
て
薫か

を

り
ぬ
、
貴あ

て

に
し
み
ら
に
。 

  

「
一
室
」
と
い
う
限
定
さ
れ
た
場
の
中
で
、
種
々
の
反
対
感
情
両
立
の
極
が
満
ち
、
共
鳴
し
合
っ
て

い
る
。
渋
沢
氏
の
「
反
対
感
情
両
立
の
稀
有
の
束
」
と
い
う
指
摘ix

は
、
的
確
に
こ
の
「
茉
莉
花
」
を

評
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
君
」
の
在
不
在
、「
或
日
」
と
「
或
宵
」
、「
阿
芙
蓉
」
と
「
茉
莉
花
」
と
が
、

互
い
の
境
界
を
乗
り
越
え
、
溶
け
合
い
、
「
一
室
」
と
い
う
場
の
中
に
お
い
て
響
き
合
っ
て
い
る
。
そ

の
中
に
、
更
に
詩
の
主
体
の
心
情
も
交
じ
り
合
う
こ
と
で
、
複
雑
精
妙
な
調
べ
を
生
み
出
し
て
い
る
。

「
日
」
の
場
面
と
「
宵
」
の
場
面
に
お
い
て
そ
の
姿
、
性
質
を
変
じ
る
こ
と
で
詩
の
主
体
の
精
神
を
か

き
乱
す
「
君
」
と
い
う
存
在
は
、
ま
さ
に
有
機
的
な
連
続
体
、
多
面
体
と
し
て
の
存
在
に
他
な
ら
な
い
。

そ
し
て
、
そ
の
「
君
」
と
相
対
す
る
詩
の
主
体
も
、
「
日
」
の
場
面
、
つ
ま
り
は
「
君
」
在
時
に
お
い

て
は
、「
私
語
に
誘
は
れ
つ
つ
も
」「
擁
き
て
泣
く
」
と
い
う
よ
う
に
、
相
反
す
る
二
つ
の
思
い
を
抱
え

て
い
る
状
態
に
あ
る
。
歓
び
と
苦
痛
と
が
入
れ
替
わ
り
立
ち
代
り
、
い
や
、
同
時
に
襲
っ
て
く
る
状
態

に
あ
る
の
で
あ
る
。
翻
っ
て
「
宵
」
の
場
面
、
つ
ま
り
「
君
」
不
在
時
に
お
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

「
わ
が
心
こ
の
時
裂
け
つ
」
「
沁
み
て
薫
り
ぬ
、
貴
に
し
み
ら
に
」
と
い
う
よ
う
に
、
苦
痛
と
歓
び
と

が
こ
れ
ま
た
同
時
に
襲
っ
て
く
る
状
態
に
あ
る
。
し
か
し
、
苦
痛
と
歓
び
の
描
写
の
順
が
反
対
に
な
っ
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て
い
る
。
言
語
表
現
と
い
う
制
限
が
加
わ
っ
て
い
る
以
上
、
リ
ニ
ア
に
展
開
す
る
こ
と
し
か
出
来
な
い

の
は
、
前
述
の
通
り
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、「
日
」
で
は
言
わ
ば
歓
び
を
伴
っ
た
苦
痛
、「
宵
」
で
は
苦

痛
を
伴
っ
た
歓
び
が
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
だ
が
、
こ
の
二
つ
の
描
写
が
互
い
の
場
面
で
描

き
出
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
苦
痛
と
歓
び
が
同
時
に
「
一
室
」
内
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
強
く
感

じ
ら
れ
る
。
ど
ち
ら
が
優
先
で
、
ど
ち
ら
が
補
足
的
な
も
の
か
と
い
っ
た
価
値
判
断
は
、
こ
こ
で
は
行

わ
れ
て
い
な
い
上
に
、
そ
う
い
っ
た
判
断
は
こ
の
「
一
室
」
に
お
い
て
は
全
く
意
味
を
な
さ
な
い
。
そ

の
二
つ
が
同
時
に
「
君
」
を
中
心
と
し
て
詩
の
主
体
へ
と
迫
っ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
有
機
的
な
連

続
体
で
あ
る
「
君
」
と
、
有
機
的
な
連
続
体
で
あ
る
詩
の
主
体
が
関
わ
り
合
う
こ
と
で
生
み
出
さ
れ
る

も
の
が
、
あ
る
一
つ
の
も
の
で
あ
る
は
ず
が
な
い
の
で
あ
る
。
ア
ン
ヴ
ィ
ヴ
ァ
レ
ン
ト
な
「
君
」
と
ア

ン
ヴ
ィ
ヴ
ァ
レ
ン
ト
な
詩
の
主
体
に
よ
る
、
ア
ン
ヴ
ィ
ヴ
ァ
レ
ン
ト
な
接
触
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ

ろ
う
か
。
ま
さ
に
、「
反
対
感
情
両
立
の
稀
有
の
束
」
に
他
な
ら
な
い
。 

 

そ
う
し
た
関
係
を
成
立
さ
せ
る
「
一
室
」
に
お
い
て
、
歓
び
と
苦
痛
と
い
っ
た
よ
う
に
、
様
々
な
も

の
の
境
界
が
見
事
に
崩
れ
去
り
、
そ
れ
ら
が
照
応
し
あ
っ
て
い
る
。
そ
の
「
一
室
」
の
中
に
い
る
詩
の

主
体
に
と
っ
て
は
、
「
君
」
の
在
は
不
在
へ
と
通
じ
、
反
対
に
「
君
」
の
不
在
は
在
へ
と
通
じ
る
。
そ

し
て
、
そ
の
ど
ち
ら
に
お
い
て
も
、
詩
の
主
体
に
と
っ
て
甘
美
さ
の
堪
能
は
痛
み
の
享
受
と
同
義
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
一
つ
の
状
況
、
状
態
の
中
に
は
他
の
多
く
の
存
在
が
繋
が
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、

一
つ
の
状
況
、
状
態
は
全
く
別
の
状
況
、
状
態
へ
と
繋
が
っ
て
い
く
。
そ
う
考
え
る
と
、
眼
前
の
状
態

と
い
う
の
は
一
つ
の
形
式
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
ら
を
繋
い
で
い
る
連
環
に
目
を
向
け
る
こ
と
で
、
見
て
い

る
現
実
と
い
う
の
は
、
そ
れ
が
た
と
え
限
定
さ
れ
た
場
に
お
け
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
無
限
に

広
が
っ
て
い
く
。
そ
の
た
め
、
一
つ
の
形
式
と
し
て
の
現
実
か
ら
、
そ
れ
に
繋
が
る
多
く
の
も
の
が
展

開
す
る
こ
と
た
め
に
、
そ
の
姿
は
夢
幻
的
に
、「
幻
の
界
」
と
し
て
立
ち
上
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
月
し
ろ
」
で
描
か
れ
て
い
た
「
月
」
の
光
は
、
こ
の
事
物
の
連
環
の
鎖
を
、
事
物
を
繋
ぐ
存
在
を
描

い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
存
在
を
直
接
的
に
描
写
す
る
こ
と
な
く
、
こ
の
「
茉
莉
花
」
は
十

分
に
感
じ
さ
せ
て
く
れ
る
作
で
あ
る
。 

 

そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
、
こ
こ
で
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、
苦
痛
の
質
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
こ
ま

で
の
五
篇
の
中
で
、
最
も
苦
痛
を
孕
ん
で
い
た
作
は
「
靈
の
日
の
蝕
」
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
描
か
れ
て

い
た
苦
痛
と
、
こ
の
「
茉
莉
花
」
で
の
苦
痛
は
質
が
違
う
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。「
靈
の
日
の
蝕
」

で
描
か
れ
る
精
神
世
界
の
異
変
に
お
い
て
は
、
詩
の
主
体
に
救
い
は
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
。
突
如
と

し
て
襲
っ
て
き
た
肉
欲
の
誘
惑
に
抗
う
こ
と
も
出
来
ず
に
、
飲
み
込
ま
れ
て
い
く
様
が
描
か
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
「
茉
莉
花
」
の
「
一
室
」
に
満
ち
る
苦
痛
に
は
、
必
ず
歓
び
が
存
し
て
い
る
。
受
け

入
れ
る
際
に
必
ず
痛
み
は
伴
う
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
は
救
い
と
も
言
う
べ
き
歓
び
が
、
常
に
同
居

し
て
い
る
。
こ
の
違
い
は
一
体
ど
こ
か
ら
来
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
詩
の
主
体
に
よ
る
、
主
体

的
な
選
択
の
有
無
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
「
靈
の
日
の
蝕
」
に
お
い
て

は
、
詩
の
主
体
が
肉
欲
へ
傾
く
こ
と
を
選
ん
だ
の
で
は
な
い
。
自
ら
の
意
思
と
は
無
関
係
に
、
暴
力
的

な
ま
で
の
侵
略
を
受
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
対
す
る
「
茉
莉
花
」
で
は
、
状
況
が
異
な
る
。

廓
の
よ
う
な
場
所
と
し
て
考
え
れ
ば
、
必
ず
別
れ
る
、
必
ず
終
わ
り
が
あ
る
と
分
か
っ
て
い
な
が
ら
も
、



 

67 

 

ひ
と
時
の
逢
瀬
を
望
む
の
は
、
詩
の
主
体
で
あ
り
、
ま
た
、
常
時
共
に
い
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
と

分
か
り
つ
つ
も
、
「
君
」
へ
と
思
い
を
馳
せ
る
の
も
詩
の
主
体
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ど
ち
ら
も
自
ら
が

選
択
し
た
苦
痛
な
の
で
あ
り
、
更
に
言
え
ば
、
ど
ち
ら
も
苦
痛
を
享
受
し
よ
う
と
い
う
意
思
の
下
で
の

行
為
で
あ
る
。
そ
れ
が
あ
る
か
な
い
か
に
よ
っ
て
、
同
じ
恋
愛
に
お
け
る
痛
み
、
と
も
す
れ
ば
肉
欲
へ

と
通
じ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
質
に
違
い
が
生
ま
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
「
智
慧
の
相
者

は
我
を
見
て
」
の
描
写
を
持
ち
出
す
な
ら
ば
、
「
智
慧
の
相
者
」
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
警
句
の
内

容
が
、
拒
む
べ
き
苦
痛
で
あ
る
と
す
る
と
、
「
香
の
渦
輪
、
彩
の
嵐
」
へ
と
没
入
す
る
際
に
も
た
ら
さ

れ
る
も
の
が
、
享
受
す
べ
き
苦
痛
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
有
明
に
と
っ
て
官
能
は
、
「
幻
の
界
」
を
支

え
る
た
め
の
立
脚
点
で
あ
り
、
そ
の
官
能
の
根
源
で
あ
る
生
や
性
は
、
決
し
て
否
定
す
べ
き
、
拒
む
べ

き
対
象
で
は
あ
り
え
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
官
能
は
「
幻
の
界
」
と
い
う
、
連
環
の
鎖
に
繋
が
れ
た
現

実
を
捉
え
る
と
い
う
意
思
の
下
で
発
揮
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
ず
、
そ
う
し
た
意
思
を
伴
わ
な
い
官
能
の

発
露
で
あ
る
肉
欲
と
い
っ
た
も
の
は
、
否
定
、
拒
絶
の
対
象
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

そ
の
た
め
、
一
見
す
る
と
受
動
的
に
見
え
る
こ
の
「
茉
莉
花
」
の
状
況
と
い
う
の
も
、
実
は
詩
の
主

体
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
状
況
と
見
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
そ
の
た
め
、「
茉
莉
花
」
に
お
け
る
「
一
室
」

は
境
界
の
融
解
と
事
物
の
照
応
と
い
う
音
が
響
き
渡
る
と
と
も
に
、
事
物
を
繋
ぐ
連
環
の
鎖
と
い
う
、

「
月
し
ろ
」
に
お
け
る
「
月
」
の
光
ま
で
も
、
官
能
的
に
描
き
出
す
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ

の
山
場
の
部
で
あ
る
「
茉
莉
花
」
に
は
、
展
開
部
で
三
篇
に
渡
っ
て
描
き
出
さ
れ
た
詩
境
が
、
凝
縮
さ

れ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

四 

結
び
の
部
「
寂
靜
」「
晝
の
お
も
ひ
」 

  

「
智
慧
の
相
者
は
我
を
見
て
」
か
ら
始
ま
っ
た
、
恋
愛
と
い
う
も
の
の
本
質
を
探
る
と
い
う
べ
き
か
、

恋
愛
と
い
う
一
つ
の
現
象
か
ら
世
界
の
本
質
を
探
る
と
で
も
い
う
べ
き
、
「
豹
の
血
」
の
歩
み
は
、
第

六
篇
の
「
茉
莉
花
」
に
お
い
て
、
恋
愛
と
い
う
も
の
の
持
つ
姿
が
、
前
五
篇
を
凝
縮
す
る
よ
う
な
形
で
、

一
つ
の
到
達
点
と
し
て
示
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
一
つ
の
到
達
点
へ
と
辿
り
着
い
た
な
ら
ば
、
先
へ

と
進
む
た
め
に
は
、
そ
こ
を
離
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
歩
み
続
け
る
が
故
に
、
先
ほ
ど
ま
で
居
た
「
茉

莉
花
」
の
境
地
か
ら
、
ま
た
移
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
境
地
が
到
達
点

と
呼
ぶ
に
相
応
し
い
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
尚
更
、
こ
こ
か
ら
の
前
進
は
難
し
い
も
の
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
結
び
の
部
に
お
け
る
二
篇
は
、
「
茉
莉
花
」
か
ら
先
の
、
ど
う
い
っ
た
歩
み
を
見
せ

て
く
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
は
「
寂
靜
」
を
見
て
み
た
い
。 

 

こ
の
「
寂
靜
」
は
、
フ
ラ
ン
ス
象
徴
詩
人
ラ
ン
ボ
ー
の
作
、
「
永
遠
」
の
「
も
う
一
度
探
し
出
し
た

ぞ
。
／
何
を
？ 

永
遠
を
。
／
そ
れ
は
、
太
陽
と
番
っ
た
／
海
だ
。」x

と
い
う
一
説
を
思
わ
せ
る
よ
う

な
描
写
か
ら
始
ま
る
。
本
文
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。 

 

熟つ

え
て
落お

ち
た
る
果

こ
の
み

か
と
、
噫あ

ゝ

見み

よ
、
空そ

ら

に 
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日ひ

は
揺ゆ

ら

ぎ
、
濃こ

く
も
腐あ

ざ

れ
し
光

明

く
わ
う
み
ゃ
う

は 
喘あ

え

ぎ
黄き

ば
み
て

灣
い
り
う
み

の
中な

か

に
滴

し
た
ゝ

り
、 

波な
み

に
溶と

け
、
波な

み

は
咽む

せ

び
ぬ
た
ゆ
た
げ
に
。 

 

磯
回

い

そ

わ

の
す
ゑ
の
圓
石

ま
ろ
い
し

は
か
く
れ
て
ぞ
吸す

ふ
、 

飽あ

き
足た

ら
ひ
耀

か
ゞ
や

き
倦う

め
る
夕ゆ

ふ

潮じ
ほ

を
、 

石い
し

の
額

ひ
た
へ

は
物も

の

う
げ
の
瑪
瑙

め

な

う

の
お
も
ひ
、 

か
く
て
こ
そ
暫
時

し

ば

し

を
深ふ

か

く
照て

ら
し
ぬ
れ
。 

 

風か
ぜ

に
も
あ
ら
ず
、
浪な

み

の
音お

と

、
そ
れ
に
も
あ
ら
で
、 

天
地

あ
め
つ
ち

は
一ひ

と

つ
吐
息

と

い

き

の
か
げ
に
滿み

ち
、 

沙
い
さ
ご

の
限か

ぎ

り
彩あ

や

も
な
く
暮く

れ
て
ゆ
く
な
り
。 

 

た
づ
き
な
さ

―
わ
が

魂
た
ま
し
ひ

は
埋

う
づ
も

れ
ぬ
、 

こ
ゝ
に
朽く

ち
ゆ
く
夜よ

る

の
海う

み

の
香

に
ほ
ひ

を
か
ぎ
て
、 

寂

靜

じ
ゃ
く
じ
ゃ
う

の
黑く

ろ

き
眞
珠

ま

た

ま

の
夢ゆ

め

を
護ま

も

ら
む
。 

  

ラ
ン
ボ
ー
の
「
永
遠
」
で
の
太
陽
と
海
の
交
流
に
は
、
あ
る
種
の
充
足
感
、
満
足
感
と
い
っ
た
も
の

が
感
じ
ら
れ
る
が
、
有
明
の
「
寂
靜
」
で
は
、
双
方
に
痛
み
、
傷
の
よ
う
な
も
の
が
存
在
し
て
い
る
こ

と
に
気
付
く
。
「
日
」
に
お
い
て
は
「
熟
え
て
落
ち
た
る
果
」
、
「
濃
く
も
腐
れ
し
」
と
い
う
表
現
を
伴

い
な
が
ら
、
自
ら
の
輪
郭
、
境
界
を
薄
れ
さ
せ
る
か
の
よ
う
に
、「
搖
ぎ
」
を
見
せ
、「
喘
ぎ
」
を
上
げ

る
。
そ
の
「
日
」
を
受
け
入
れ
る
「
灣
」
も
、「
日
」
が
「
波
に
溶
け
」
る
と
、「
た
ゆ
た
げ
」
に
「
咽
」

ぶ
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
「
永
遠
」
で
の
交
流
と
は
違
い
、
「
喘
ぎ
」
や
「
咽
」
び
の
響
き
渡
る
、
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痛
み
の
伴
っ
た
交
流
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
作
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
境

界
の
融
解
と
事
物
の
照
応
に
は
、
甘
美
さ
の
享
受
だ
け
で
は
済
ま
な
い
と
い
う
点
が
現
れ
て
い
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
茉
莉
花
」
の
「
一
室
」
で
響
き
渡
っ
て
い
た
妖
艶
な
調
べ
は
、
痛
み
と
喜
び
と

が
交
じ
り
合
い
、
溶
け
合
っ
た
調
べ
で
あ
っ
た
は
ず
だ
。
そ
の
た
め
に
、
こ
う
し
た
違
い
が
生
ま
れ
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
。 

 

さ
て
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
こ
の
「
寂
靜
」
で
は
、
「
茉
莉
花
」
の
よ
う
な
「
一
室
」
と
い

っ
た
密
室
の
閉
ざ
さ
れ
た
空
間
か
ら
、
描
か
れ
て
い
る
世
界
が
、
大
き
く
外
部
へ
と
開
か
れ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
恋
愛
と
い
う
個
人
的
で
内
的
な
素
材
に
お
け
る
も
の
で
は
な
く
、
「
日
」
と
「
灣
」
と
い

う
よ
う
に
、
自
己
外
部
の
世
界
、
自
然
へ
と
素
材
を
、
描
く
世
界
を
変
え
る
こ
と
で
、
「
茉
莉
花
」
で

見
せ
た
一
つ
の
到
達
点
か
ら
、
更
に
先
へ
進
も
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
苦
労
の
末
に
辿
り
着
い
た

「
茉
莉
花
」
の
「
一
室
」
を
す
ぐ
に
手
放
し
て
、
再
び
歩
き
出
す
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
歩
み
に
は
、

苦
し
さ
や
辛
さ
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
し
た
詩
人
の
苦
悩
の
声
も
含
ん
で
い
る
か
の
よ
う
に
、「
日
」

と
「
灣
」
は
互
い
を
溶
け
合
わ
せ
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
日
」
を
表
す
文
字
と
水
を
表
す
文
字
か
ら
な

る
「
夕
潮
」
へ
と
そ
の
姿
を
変
え
る
が
、
詩
句
の
上
で
も
二
つ
の
結
び
つ
き
が
見
て
取
れ
る
。
こ
の
「
夕

潮
」
を
「
吸
ふ
」
「
圓
石
」
は
、
事
物
の
照
応
と
い
う
境
地
を
受
け
入
れ
る
詩
人
の
姿
が
重
な
っ
て
見

え
る
。
こ
れ
ま
で
の
作
に
登
場
し
た
「
我
」
を
こ
こ
で
は
用
い
ず
に
、
「
圓
石
」
に
詩
人
を
仮
託
し
た

こ
と
も
、
外
部
へ
の
展
開
の
一
つ
と
言
え
る
。
こ
の
「
圓
石
」
の
「
物
う
げ
の
瑪
瑙
の
お
も
ひ
」
と
と

も
に
、
世
界
は
更
に
一
つ
へ
と
繋
が
っ
て
い
く
。
「
天
地
は
一
つ
吐
息
の
か
げ
に
滿
ち
、
／
沙
の
限
り

彩
も
な
く
」
と
、
一
体
と
な
っ
た
息
づ
き
と
と
も
に
、
黄
昏
時
の
世
界
は
、
一
面
真
っ
赤
に
染
ま
っ
た

後
に
、
そ
の
色
を
次
第
に
失
っ
て
い
き
、
一
つ
に
な
っ
て
い
く
。
そ
し
て
最
後
に
は
全
て
の
音
も
彩
り

も
消
え
、「
寂
靜
の
黑
き
眞
珠
」
へ
と
姿
を
変
え
る
。
こ
れ
は
、
夜
が
訪
れ
た
世
界
を
表
す
と
同
時
に
、

そ
の
形
か
ら
、
第
二
連
で
の
「
圓
石
」
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。
事
物
の
照
応
の
証
で
あ
る
「
夕
潮
」
を

飲
ん
だ
、
詩
人
と
重
な
る
よ
う
な
存
在
の
「
圓
石
」
で
あ
る
。
そ
の
「
圓
石
」
と
し
て
見
る
と
、
「
眞

珠
の
夢
」
と
い
う
詩
句
が
一
層
生
き
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

 

有
明
の
到
達
し
た
境
界
の
融
解
と
事
物
の
照
応
と
い
う
境
地
は
、
バ
ラ
ッ
ド
に
よ
る
手
法
や
、
こ
れ

ま
で
の
前
六
篇
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
容
易
に
描
き
出
せ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
掴
ん
だ
と
思
っ
た

途
端
に
姿
を
消
し
、「
幻
の
界
」
と
い
っ
た
形
で
存
し
て
い
る
世
界
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
こ
の
「
寂

靜
」
の
世
界
で
考
え
て
み
て
も
分
か
る
よ
う
に
、
こ
の
後
、
世
界
は
夜
明
け
を
向
か
え
、
一
体
と
な
っ

た
「
日
」
と
「
灣
」
は
再
び
別
れ
、
事
物
は
様
々
な
彩
を
取
り
戻
し
、
再
び
そ
の
境
界
を
際
立
た
せ
る

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
、
こ
の
「
夢
」
は
夜
の
間
だ
け
訪
れ
る
と
い
う
、
ひ
と
時
の
世
界
な

の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
「
幻
の
界
」
を
見
て
い
る
こ
の
瞬
間
だ
け
は
、
こ
の
「
夢
」
に
浸
っ
て

い
た
い
と
い
う
思
い
が
、「
寂
靜
の
黑
き
眞
珠
の
夢
を
護
ら
む
。
」
と
い
う
詩
句
に
籠
め
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。 

 

内
部
世
界
の
描
写
か
ら
、
外
部
世
界
の
描
写
へ
と
詩
的
世
界
を
拡
大
し
た
の
が
、「
茉
莉
花
」
の
「
一

室
」
か
ら
踏
み
出
す
と
い
う
そ
の
一
歩
が
、
こ
の
「
寂
靜
」
の
重
大
な
意
義
と
言
え
る
。
音
色
効
果
と

い
っ
た
音
楽
的
側
面
と
い
う
点
か
ら
は
、
「
茉
莉
花
」
に
一
段
劣
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
か
も
し
れ
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な
い
が
、
こ
れ
ま
で
の
密
室
性
と
い
っ
た
所
か
ら
踏
み
出
し
た
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
自
己
内
部

で
完
結
し
て
い
た
世
界
が
、
自
己
外
部
へ
と
広
が
り
、
外
部
世
界
に
お
け
る
事
物
の
照
応
ま
で
も
意
識

さ
せ
る
こ
と
で
、
こ
の
「
寂
靜
」
は
「
豹
の
血
」
の
歩
み
を
大
き
く
進
展
さ
せ
た
作
で
あ
る
。
さ
て
、

こ
こ
ま
で
の
七
篇
で
見
た
「
豹
の
血
」
の
歩
み
は
続
く
第
八
篇
「
晝
の
お
も
ひ
」
で
つ
い
に
完
結
す
る

こ
と
と
な
る
。
こ
れ
ま
で
の
作
を
受
け
て
「
晝
の
お
も
ひ
」
で
は
ど
ん
な
世
界
を
見
せ
て
く
れ
る
の
で

あ
ろ
う
か
。 

 

「
君
」
の
在
不
在
を
、
昼
と
夜
と
の
場
面
に
分
け
て
歌
っ
た
「
茉
莉
花
」
と
同
様
に
、
こ
の
「
晝
の

お
も
ひ
」
も
、
昼
と
夜
と
い
う
二
つ
に
分
け
、「
一
室
」
で
は
な
く
、「
紋
の
ひ
と
き
れ
」
に
つ
い
て
描

い
て
い
る
。
本
文
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。 

 

晝ひ
る

の
思

お
も
ひ

の
織お

り
出い

で
し
紋あ

や

の
ひ
と
き
れ
、 

歡
樂

く
わ
ん
ら
く

の
緯ぬ

き

に
、
苦
悶

く

も

ん

の
經た

て

の
絲い

と

、 

縒よ

れ
て
亂み

だ

る
る
條す

じ

の
色い

ろ

、
あ
る
は
叫さ

け

び
ぬ
、 

あ
る
は
ま
た
醉ゑ

ひ
痴し

れ
て
こ
そ
眩

め
く
る

め
け
。 

 

今い
ま

、
夜よ

る

の
膝ひ

ざ

、
や
す
ら
ひ
の
燈

と
も
し

の
下し

た

に
、 

巻ま

き
返か

へ

し
、
そ
の
織お

り
ざ
ま
を
つ
く
づ
く
と 

見み

れ
ば
朧

お
ぼ
ろ

に
危

あ
や
う

げ
に
、
眠ね

む

れ
る
獸

け
も
の

、 

倦う

め
る
鳥と

り

―
―
物も

の

の
象

か
た
ち

の
異こ

と

や
う
に
。 

 

裁た

ち
て
縫ぬ

は
さ
む
か
こ
の
巾き

れ

を
、
宴

う
た
げ

の
を
り
の 

身み

の
飾

か
ざ
り

、
ふ
さ
は
じ
そ
れ
も
、
終つ

ひ

の
日ひ

の 

棺か
け

衣ぎ
ぬ

の
料れ

う

、
そ
れ
も
は
た
物
狂

も
の
く
る

ほ
し
や
。 
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生せ
い

に
は
あ
は
れ
死し

の
衣

こ
ろ
も

、
死し

に
は
よ
生せ

い

の 
空
烓

そ
ら
だ
き

の
匂に

ほ

ひ
を
と
め
て
、
現

う
つ
ゝ

な
く
、 

夢ゆ
め

は
ゆ
ら
ぎ
ぬ
、
柔

や
は
ら

か
き
火
影

ほ

か

げ

の
波な

み

に
。 

  

第
一
連
で
は
昼
を
、
第
二
連
で
は
夜
を
描
く
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
昼
の
場
面
に
お
い
て
「
紋

の
ひ
と
き
れ
」
は
、「
眩
め
」
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
紋
の
ひ
と
き
れ
」
が
、「
歡
樂
の
緯
」

と
、
「
苦
悶
の
經
の
絲
」
と
を
織
り
合
わ
せ
て
作
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
二
つ

の
糸
に
よ
っ
て
織
り
上
げ
ら
れ
た
紋
様
は
、「
あ
る
は
叫
び
」「
あ
る
は
ま
た
醉
ひ
痴
れ
て
」
い
る
。
こ

の
「
紋
の
ひ
と
き
れ
」
の
中
に
お
い
て
、
「
歡
樂
」
と
「
苦
悶
」
と
が
混
じ
り
あ
い
、
響
き
あ
っ
て
い

る
の
は
、
や
は
り
「
茉
莉
花
」
の
「
一
室
」
を
思
わ
せ
る
。
し
か
し
、
こ
の
「
紋
の
ひ
と
き
れ
」
を
夜

に
眺
め
る
と
、
そ
の
姿
は
一
転
す
る
。「
眩
め
」
い
て
い
た
布
地
を
、「
夜
の
膝
」
の
「
燈
の
下
」
で
再

び
広
げ
て
み
る
と
、
紋
様
は
「
朧
に
危
げ
に
」
変
わ
っ
て
お
り
、
「
眠
れ
る
獸
、
倦
め
る
鳥
」
と
な
っ

て
「
物
の
象
の
異
や
う
に
」
と
不
気
味
さ
を
漂
わ
せ
た
存
在
と
し
て
描
か
れ
る
。
そ
う
し
た
「
紋
の
ひ

と
き
れ
」
を
、
何
に
用
い
よ
う
か
と
い
う
の
が
、
第
三
連
、
第
四
連
の
内
容
で
あ
る
。
宴
会
の
着
物
と

し
て
も
、
ま
た
、
死
装
束
と
し
て
も
、
ふ
さ
わ
し
い
と
は
思
え
な
い
。
生
死
の
間
を
ゆ
ら
ゆ
ら
と
揺
れ

動
く
自
ら
の
心
の
様
は
、
ま
さ
に
「
現
な
く
」
と
い
っ
た
状
態
で
あ
る
。
そ
う
し
た
「
夢
」
の
よ
う
な

物
思
い
も
、
「
火
影
」
の
ち
ょ
っ
と
し
た
揺
ら
め
き
に
よ
っ
て
、
消
え
て
し
ま
う
。
は
っ
と
夢
か
ら
覚

め
た
と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
豹
の
血
」
は
終
わ
る
の
で
あ
る
。 

 

「
豹
の
血
」
の
歩
み
は
、
恋
愛
と
い
う
個
人
的
で
内
的
な
も
の
を
省
察
し
、
描
き
出
す
と
こ
ろ
か
ら

始
ま
り
、
そ
し
て
、
「
寂
靜
」
で
、
そ
の
世
界
を
外
部
へ
と
展
開
さ
せ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
の
「
晝

の
お
も
ひ
」
で
は
、
描
写
の
対
象
が
ま
た
、
自
己
内
部
へ
と
移
っ
て
い
る
。
け
れ
ど
、
そ
の
対
象
は
恋

愛
と
い
う
の
で
は
な
く
、
少
し
変
わ
っ
た
形
で
再
び
自
己
へ
と
目
を
向
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
作

を
、
渋
沢
は
「
先
立
つ
七
篇
に
つ
い
て
の
総
括
的
な
感
想
」
と
し
、
「
お
の
れ
の
生
死
に
ふ
さ
わ
し
い

織
物
を
織
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
」
と
し
て
い
る
。
先
に
指
摘
し
た
通
り
、
昼
の
場
面
に
お
け
る

「
紋
の
ひ
と
き
れ
」
は
「
茉
莉
花
」
に
お
け
る
「
一
室
」
の
よ
う
な
存
在
で
あ
り
、
昼
の
「
紋
の
ひ
と

き
れ
」
は
、
有
明
が
こ
れ
ま
で
示
し
て
き
た
、
境
界
の
融
解
と
事
物
の
照
応
し
た
境
地
で
あ
る
と
見
る

こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
い
っ
た
昼
の
「
紋
の
ひ
と
き
れ
」
を
夜
に
再
び
見
直
す
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、

渋
沢
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
先
立
つ
七
篇
」
を
見
直
す
と
い
う
視
点
で
描
か
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

し
か
し
、
そ
の
結
果
は
と
い
う
と
、
夜
の
場
面
に
お
け
る
「
紋
の
ひ
と
き
れ
」
の
様
子
が
示
し
て
い
る

よ
う
に
、
改
め
て
見
直
し
て
み
る
と
、
如
何
に
も
不
気
味
な
存
在
な
の
で
あ
る
。
昼
に
あ
れ
だ
け
「
醉

ひ
痴
れ
」
「
眩
め
」
い
て
い
た
も
の
が
、
姿
を
一
転
さ
せ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
絶
望
の

匂
い
が
漂
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
筆
者
は
こ
こ
に
、
一
つ
の
終
わ
り
を
見
た
い
。
万
物
照
応
と

事
物
を
繋
ぐ
連
環
の
鎖
と
い
っ
た
境
地
へ
と
辿
り
着
い
た
有
明
、
「
豹
の
血
」
の
詩
の
主
体
は
、
そ
こ
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で
足
を
止
め
る
と
い
う
こ
と
を
し
な
い
の
で
あ
る
。
自
ら
が
手
に
し
た
も
の
を
、
再
度
点
検
し
直
し
て

み
る
。
そ
れ
も
、
懐
疑
的
に
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
「
紋
の
ひ
と
き
れ
」
は
、
宴
会
の
飾
り
服
に
も
、

死
装
束
に
も
、
つ
ま
り
自
分
の
生
死
、
現
実
に
何
と
な
く
そ
ぐ
わ
な
い
と
い
う
感
を
示
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
手
に
し
た
「
幻
の
界
」
は
一
つ
の
現
実
で
あ
っ
た
が
、
一
つ
の
幻
で
あ
り
、
そ
の
手
に
し
た
「
寂

靜
の
黑
き
眞
珠
の
夢
」
が
、
「
火
影
」
の
揺
ら
め
き
と
い
う
、
ち
ょ
っ
と
し
た
動
き
で
そ
の
姿
を
揺
ら

が
せ
て
し
ま
う
。
こ
こ
に
は
間
違
い
な
く
、
一
つ
の
終
わ
り
、
「
寂
靜
の
黑
き
眞
珠
の
夢
」
か
ら
覚
め

る
様
子
が
示
さ
れ
、
そ
し
て
「
豹
の
血
」
は
終
わ
り
を
告
げ
る
の
で
あ
る
。 

 

し
か
し
、
こ
れ
は
全
く
絶
望
的
で
悲
観
的
な
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
自
ら
の
一
つ
の
頂
点
に
対

し
て
、
更
に
懐
疑
的
に
見
直
す
と
い
う
強
い
自
己
反
省
、
自
己
省
察
の
意
識
が
表
れ
て
い
る
こ
と
が
重

要
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
豹
の
血
」
と
い
う
歩
み
、「
小
曲
八
篇
」
と
い
う
一
つ
の
作
品
群
は
終

わ
り
を
迎
え
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
詩
の
主
体
の
歩
み
は
、
ま
だ
ま
だ
続
い
て
い
く

と
い
う
こ
と
を
内
に
秘
め
た
終
わ
り
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
寂
靜
の
黑
き
眞
珠

の
夢
」
か
ら
覚
め
た
詩
の
主
体
の
目
の
前
に
は
、
再
び
「
現
」
が
広
が
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
「
現
」

が
何
も
の
で
あ
る
の
か
を
探
る
と
い
う
歩
み
は
再
び
続
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
「
お
の
れ
の
生
死
に

ふ
さ
わ
し
い
織
物
を
織
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
」
と
い
う
問
い
か
け
を
渋
沢
は
し
て
い
た
が
、
究

極
的
に
は
可
能
か
も
し
れ
な
い
が
、
恐
ら
く
こ
の
詩
の
主
体
は
、
ど
ん
な
織
物
を
織
り
上
げ
て
も
、
夜

に
な
れ
ば
懐
疑
心
が
湧
い
て
き
て
、
一
つ
の
「
夢
」
が
終
わ
り
を
告
げ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
ま

た
別
の
織
物
を
織
る
こ
と
を
無
限
に
繰
り
返
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
現
実
が
有
機
的
な

連
続
体
同
士
に
よ
る
、
動
対
動
の
関
係
で
あ
る
以
上
、
一
つ
の
定
形
が
現
実
を
表
し
き
る
こ
と
な
ど
出

来
る
は
ず
が
な
く
、
刻
一
刻
と
変
わ
り
続
け
る
現
実
に
た
い
し
て
、
現
実
の
姿
で
あ
る
「
寂
靜
の
黑
き

眞
珠
の
夢
」
も
始
ま
り
と
終
わ
り
を
繰
り
返
し
続
け
る
こ
と
に
な
る
。
と
い
っ
た
、
ま
だ
ま
だ
歩
み
が

続
く
こ
と
を
示
し
た
、
前
向
き
な
終
わ
り
が
、「
晝
の
お
も
ひ
」
で
あ
り
、「
豹
の
血
」
の
終
着
点
で
あ

る
と
共
に
、
次
な
る
「
夢
」
の
出
発
点
な
の
で
あ
る
。 

  

蒲
原
有
明
の
代
表
詩
集
で
あ
る
『
有
明
集
』
に
お
い
て
、
そ
の
巻
頭
を
飾
る
「
豹
の
血 

小
曲
八
篇
」

は
、
作
品
群
と
し
て
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
。
そ
の
「
豹
の
血
」
を
作
品
群
と
し
て
見
る
た

め
に
、
本
稿
で
は
作
品
の
特
徴
と
共
に
、
作
品
群
内
で
の
働
き
に
注
目
し
て
、
提
示
部
、
展
開
部
、
山

場
の
部
、
結
び
の
部
と
四
つ
に
分
け
て
考
察
を
進
め
て
き
た
。
そ
し
て
、
提
示
部
で
は
バ
ラ
ッ
ド
で
見

ら
れ
た
「
幻
の
界
」
の
特
徴
と
同
様
に
、
「
豹
の
血
」
の
通
奏
低
音
と
で
も
言
う
べ
き
、
境
界
の
融
解

と
、
事
物
の
照
応
と
い
う
主
題
が
提
示
さ
れ
て
い
た
。 

そ
し
て
、
そ
の
主
題
を
受
け
継
ぐ
形
で
繋
が
る
展
開
部
で
は
、
「
幻
の
界
」
を
成
り
立
た
せ
て
い
る

連
環
の
鎖
へ
と
描
写
の
対
象
が
変
わ
っ
て
い
る
。
特
に
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
展
開
部
の
三
篇
が
、
三

篇
を
一
つ
の
ま
と
ま
り
と
し
て
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
提
示
部
で
の
「
智
慧
の
相
者
は
我
を
見
て
」
と

い
う
一
つ
の
世
界
を
再
現
す
る
と
共
に
、
そ
の
世
界
に
隠
さ
れ
て
い
た
、
そ
の
世
界
の
深
層
に
存
在
し

て
い
た
連
環
の
鎖
を
見
出
す
と
い
う
構
造
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
展
開
部
の
根
幹
を
成
す

「
月
し
ろ
」
は
一
つ
の
作
品
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
あ
っ
た
も
の
の
、
展
開
部
の
枠
を
成
す
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「
靈
の
日
の
蝕
」
と
「
蠱
の
露
」
は
、
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ

の
三
篇
を
一
つ
の
ま
と
ま
り
と
し
て
見
た
時
に
初
め
て
、
こ
の
展
開
部
が
「
豹
の
血
」
に
お
い
て
担
っ

て
い
る
役
割
が
分
か
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

そ
し
て
続
く
山
場
の
部
で
は
、「
茉
莉
花
」
の
「
一
室
」
に
お
い
て
、「
豹
の
血
」
の
通
奏
低
音
そ
し

て
、
直
接
描
か
れ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
連
環
の
鎖
を
思
わ
せ
る
、
複
雑
精
妙
な
世
界
が
広
が
り
、
本

文
の
音
色
効
果
と
相
ま
っ
て
、
妙
な
る
音
楽
を
「
一
室
」
内
部
に
響
き
渡
ら
せ
る
。
こ
こ
で
詩
の
主
体

の
内
部
世
界
に
お
け
る
「
幻
の
界
」
は
一
つ
の
頂
点
を
迎
え
る
。
そ
う
し
て
詩
の
主
体
内
部
で
膨
れ
上

が
っ
た
「
幻
の
界
」
は
、
結
び
の
部
に
お
い
て
、
大
き
く
外
部
へ
と
展
開
す
る
こ
と
と
な
る
。 

ラ
ン
ボ
ー
の
「
永
遠
」
を
思
わ
せ
る
描
写
か
ら
、
内
部
世
界
に
お
け
る
「
幻
の
界
」
を
「
寂
靜
の
黑

き
眞
珠
の
夢
」
と
し
て
、
外
部
へ
と
昇
華
し
て
み
せ
る
。
こ
こ
で
、
有
明
の
現
実
認
識
と
し
て
取
り
上

げ
て
き
た
「
幻
の
界
」
が
、
詩
の
主
体
の
内
外
双
方
へ
と
つ
な
が
り
、
『
春
鳥
集
』
の
自
序
以
降
、
肉

迫
し
続
け
て
き
た
境
地
に
、
一
つ
の
完
成
が
与
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
「
豹
の
血
」
の
音
楽
は
終
わ
り
を

迎
え
て
も
良
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
の
だ
が
、
「
豹
の
血
」
の
結
び
で
あ
る
「
晝
の
お
も
ひ
」
に
、
有

明
の
自
己
言
及
性
、
自
己
批
評
性
が
う
か
が
え
る
。
一
度
確
か
に
手
に
し
た
「
幻
の
界
」
を
、
今
度
は

「
紋
の
ひ
と
き
れ
」
と
し
て
、
外
在
化
し
、
そ
れ
を
織
っ
た
「
晝
」
で
は
な
く
、
「
夜
」
に
再
び
、
突

き
放
し
て
点
検
し
直
す
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
詩
の
主
体
に
見
え
て
き
た
も
の
は
、
己
の
身
に
ぴ
っ

た
り
と
合
っ
た
衣
装
で
は
な
く
、
む
し
ろ
正
反
対
の
姿
で
あ
っ
た
。
己
の
生
に
も
死
に
も
そ
ぐ
わ
な
い
、

そ
の
そ
ぐ
わ
な
さ
が
身
に
迫
っ
て
感
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
自
ら
の
手
に
し
た
「
幻
の
界
」

に
誰
よ
り
も
懐
疑
的
だ
っ
た
の
は
、
有
明
自
身
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
絶
望
的
な
状

況
で
は
な
く
、
有
明
に
と
っ
て
、
「
幻
の
界
」
が
既
存
の
現
実
認
識
へ
と
変
わ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
幻
の
界
」
が
、
境
界
の
融
解
と
事
物
の
照
応
と
い
う
よ
う
に
、
こ
れ
ま

で
の
既
存
の
現
実
認
識
へ
の
反
発
、
懐
疑
か
ら
く
る
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
提
示
さ
れ
た
。
そ
う
す
る

こ
と
で
、
既
存
の
現
実
認
識
と
い
う
も
の
か
ら
解
放
さ
れ
た
世
界
を
捉
え
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る

が
、
有
明
の
内
部
に
お
い
て
、
そ
の
「
幻
の
界
」
す
ら
も
既
存
の
現
実
認
識
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
し

た
ら
、「
幻
の
界
」
に
囚
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
手
に
し
た
「
幻
の
界
」
に
、

有
明
は
更
に
懐
疑
の
目
を
向
け
る
の
で
あ
る
。
そ
の
懐
疑
の
目
は
、
言
わ
ば
新
た
な
る
「
幻
の
界
」
新

た
な
る
「
夢
」
へ
の
始
ま
り
で
あ
る
。 

つ
ま
り
、
こ
こ
ま
で
続
い
て
き
た
「
豹
の
血
」
の
音
楽
は
「
小
曲
八
篇
」
と
い
う
形
を
取
っ
て
い
る

以
上
、
一
つ
の
終
わ
り
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
終
わ
り
は
、
完
成
、
終
末
を
意
味

す
る
の
で
は
な
く
、
次
な
る
音
楽
へ
の
萌
芽
を
予
感
さ
せ
る
終
わ
り
な
の
で
あ
る
。
そ
う
考
え
る
と
、

「
豹
の
血
」
は
、
有
明
の
「
幻
の
界
」
の
集
大
成
で
あ
る
と
共
に
、
「
幻
の
界
」
と
の
決
別
、
新
た
な

る
歩
み
の
始
ま
り
で
あ
る
と
い
っ
た
よ
う
に
、
終
わ
り
で
あ
り
、
始
ま
り
で
も
あ
る
作
品
群
と
言
え
る
。 
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終 

  

蒲
原
有
明
が
、
処
女
詩
集
か
ら
お
よ
そ
六
年
間
を
か
け
て
歩
ん
で
き
た
、
詩
作
の
歩
み
は
、
『
有
明

集
』
の
巻
頭
「
豹
の
血 

小
曲
八
篇
」
で
一
つ
の
達
成
を
示
し
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
ソ
ネ
ッ
ト

群
は
、
八
篇
で
一
つ
の
音
楽
を
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

提
示
部
に
お
い
て
「
幻
の
界
」
と
い
う
一
つ
の
主
題
が
示
さ
れ
、
展
開
部
で
は
一
つ
の
詩
が
三
篇
に

分
解
さ
れ
る
と
共
に
、
提
示
部
に
お
い
て
は
見
え
る
こ
と
の
な
か
っ
た
、
意
識
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ

た
、
連
環
の
鎖
の
存
在
へ
と
歩
み
寄
る
。
そ
う
し
て
掴
み
取
ら
れ
た
「
幻
の
界
」
の
音
楽
を
、
「
茉
莉

花
」
の
「
一
室
」
に
余
す
こ
と
な
く
響
き
渡
ら
せ
る
。
そ
の
複
雑
微
妙
な
音
楽
は
、
詩
形
と
詩
想
と
が

一
体
と
な
っ
た
、
ま
さ
に
音
楽
と
呼
ぶ
に
相
応
し
い
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
自
ら
の
掴
み
取
っ
た
「
幻

の
界
」
を
大
き
く
外
界
へ
と
解
き
放
っ
て
見
せ
た
の
が
結
び
の
部
で
あ
る
が
、
「
豹
の
血
」
の
音
楽
は

そ
こ
で
終
わ
ら
な
い
。
自
ら
が
手
に
し
た
も
の
へ
向
け
ら
れ
る
、
懐
疑
の
眼
と
い
う
音
を
残
し
て
、
こ

の
「
豹
の
血
」
は
終
わ
る
。 

有
明
の
詩
形
革
新
の
試
み
と
、
詩
想
の
模
索
と
い
う
試
み
か
ら
な
る
詩
作
は
、
ま
さ
に
、
現
実
へ
の

懐
疑
の
眼
を
向
け
る
こ
と
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
自
ら
の
既
存
の
現
実
認
識
に
対
す
る
、

懐
疑
の
念
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
不
可
能
な
希
求
を
し
、
境
界
を
融
解
し
、
重
層
的
な
世
界
を
展
開
す
る

と
と
も
に
、「
幻
の
界
」
を
追
い
か
け
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
有
明
の
こ
の
自
己
批
評
的
な
態
度
、

自
己
言
及
的
な
態
度
は
、
徹
底
的
で
あ
っ
た
。
自
ら
が
手
に
し
た
一
つ
の
達
成
で
あ
る
「
幻
の
界
」
に

ま
で
も
、
懐
疑
の
眼
を
向
け
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
徹
底
的
な
態
度
が
あ
っ

た
か
ら
こ
そ
到
達
し
た
境
界
に
、
態
度
が
徹
底
的
で
あ
る
が
故
に
、
長
く
留
ま
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い

の
で
あ
る
。
音
楽
同
様
に
、
発
す
る
と
共
に
失
わ
れ
て
い
く
。
し
か
し
、
そ
の
一
瞬
だ
け
は
確
か
に
存

在
す
る
よ
う
な
境
界
に
他
な
ら
な
い
。
掴
み
取
っ
た
と
思
っ
た
次
の
瞬
間
に
は
、
自
ら
の
手
の
中
へ
疑

い
を
投
げ
か
け
る
と
同
時
に
、
次
な
る
も
の
を
探
り
始
め
る
と
い
う
無
限
の
繰
り
返
し
が
、
有
明
の
歩

み
の
六
年
間
に
凝
縮
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
い
。
そ
ん
な
有
明
の
歩
み
を
考
え
た
時
に
、

次
の
作
が
浮
か
ん
で
き
た
。 

  
 

わ
が
お
も
ひ

―
垢
膩

く

に

か
、
か
た
ゐ
か
、 

 
 

土つ
ち

の
灰は

い

、
十
日

と

を

か

ひ
で
り
の 

 
 

ほ
こ
り
路み

ち

、
い
や
し
き
民
の 

 
 

蒸む

し
ぐ
る
し
衢

ち
ま
た

日
中

ひ

な

か

を
、 

 
 

喉の
ど

渇か
わ

き
、
く
ろ
ぶ
し
や
け
て 
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よ
ろ
め
け
る
さ
ま
に
も
似
た
り
。 

 
 

た
ま
た
ま
は
か
た
へ
に
避よ

き
て
、 

 
 

『
信し

ん

』
の
井ゐ

の
龍
頭

り

う

づ

よ
り
、
な
ほ
、 

 
 

噴ふ

く
水
に
う
る
ほ
ひ
享う

け
て 

 
 

跣
足

す

あ

し

、
踵

く
び
す

、
洗
ひ
淨き

よ

む
れ
。

― 
 

 

か
か
る
時
、
あ
は
れ
、
ふ
た
た
び
、 

 
 

お
ぼ
ゆ
る
は
小ち

さ
き
わ
が
身
の 

 
 

ち
か
ら
づ
き
、
生せ

い

の
火
の
ま
た 

 
 

よ
み
が
え
り
、
直
路

た

た

ぢ

に
た
ち
て
、 

 
 

や
や
支さ

さ

へ
、
さ
さ
ふ
る
き
ほ
ひ
。 

 
 

お
ぼ
ゆ
る
は
、
さ
も
あ
れ
、
更
に 

 
 

偉
お
ほ
い

な
る
呵
責

か
し
ゃ
く

の
力
、

― 

 
 

わ
が
背せ

捬う

つ
翅

つ
ば
さ

か
く
や
く
、 

 
 

そ
の
羽は

ね

は
石
絨

い
し
わ
た

な
し
て
、 

 
 

そ
の
骨
に
刻き

ざ

む
燧
石

す
ゐ
せ
き

、 

 
 

し
づ
や
か
に
瞳

ひ
と
み

を
か
へ
す 

 
 

高
天

た
か
あ
め

の
一い

ち

の
日
の
鳥
。 

 
 

か
く
て
わ
が
命

い
の
ち

は
増
し
ぬ
、 

 
 

地ち

の
け
が
れ
、
蠍

さ
そ
り

も
な
に
ぞ
。

― 
 

 

た
と
ふ
れ
ば
、
こ
は
こ
れ
ひ
く
き 
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燈
明

と
う
み
や
う

の
油
は
つ
は
つ
、 

 
 

ひ
と
し
づ
く
焰
と
照
れ
ば 

 
 

そ
の
影
を
、
永
劫

と

は

に
、
智
惠

ち

ゑ

慈
悲

じ

ひ 

 
 

無
量
光

む
り
や
う
く
わ
う

護ま
も

る
不
思
議

ふ

し

ぎ

の 

 
 

莊
嚴

さ
う
ご
ん

や
。

―
そ
の
み
す
く
ひ
に 

 
 

あ
ふ
ぎ
見
れ
ば
、
さ
す
が
に
天あ

め

は 

 
 

強つ
よ

し
、
烈は

げ

し
、
あ
ま
り
に
眩は

ゆ
し
、 

 
 

眼め

を
と
ぢ
て
光
を
吸す

へ
ば 

 
 

醉ゑ

ひ
こ
ご
ち
、
よ
ろ
し
き
靈た

ま

の 

 
 

み
た
み
ら
が
讃
頌

さ
ん
し
や
う

の
こ
ゑ 

 
 

つ
ら
な
り
て
起お

こ

る
を
聞
く
よ
。 

 
 

こ
こ
に
て
は
な
よ
び
の
花
の 

 
 

し
ぼ
む
ら
む
憂
ひ
な
り
、
は
た 

 
 

つ
か
れ
な
り
、
う
ま
し

盞
さ
か
づ
き 

 
 

も
つ
手
よ
り
す
べ
ら
む
日
な
り
、 

 
 

た
だ
賜た

ま

へ
、
眞
夏
麻
耶
姫

ま

な

つ

ま

や

ひ

め

、 

 
 

無
憂
樹

む

い

う

じ

ゅ

の
枝
の
一
葉

ひ

と

は

を
、 

 
 

光

明

く
わ
う
み
や
う

の
途み

ち

に
か
ざ
し
て 

 
 

さ
ら
ば
、
今
、
慣
れ
ぬ
さ
か
ひ
に
。 

 

※
第
三
十
四
行
目
の
「
醉
こ
ご
ち
」
は
「
醉
ご
こ
ち
」
の
誤
字
と
思
わ
れ
る
が
、
本
文
に
従
っ
た
。 
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こ
の
作
は
『
春
鳥
集
』
所
収
の
「
わ
が
お
も
ひ
」
で
あ
る
。「
わ
が
お
も
ひ
」
が
固
く
凝
り
固
ま
り
、

「
渇
き
」「
よ
ろ
め
」
く
よ
う
な
現
状
か
ら
歌
い
だ
さ
れ
る
。
そ
し
て
、「
信
」
の
井
戸
か
ら
噴
出
す
水

で
体
を
「
洗
ひ
淨
」
め
る
こ
と
で
、
「
ち
か
ら
づ
き
、
生
の
火
の
ま
た
よ
み
が
へ
り
」
と
、
力
を
取
り

戻
す
の
だ
が
、
す
ぐ
に
一
転
し
て
「
お
ぼ
ゆ
る
は
、
さ
も
あ
れ
、
更
に
／
偉
な
る
呵
責
の
力
」
と
な
る
。

イ
メ
ー
ジ
は
変
わ
り
、
「
わ
が
背
捬
つ
翅
か
く
や
く
」
と
い
う
よ
う
に
、
大
い
な
る
太
陽
光
を
背
に
う

け
て
空
を
行
く
。
「
か
く
て
わ
が
命
は
増
し
ぬ
」
と
、
再
び
自
ら
の
力
を
再
認
す
る
。
そ
の
様
子
は
、

た
と
え
て
み
れ
ば
、
燃
え
尽
き
る
寸
前
の
「
燈
明
」
が
強
さ
を
一
層
増
す
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の

刹
那
に
、「
無
量
光
」
の
存
在
を
感
じ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
「
無
量
光
」
も
す
ぐ
に
、「
あ
ふ
ぎ

見
れ
ば
、
さ
す
が
に
天
は
／
強
し
、
烈
し
、
あ
ま
り
に
眩
ゆ
し
」
と
否
定
さ
れ
て
し
ま
う
。
強
す
ぎ
る

夏
の
日
差
し
は
、「
な
よ
び
の
花
」
を
萎
れ
さ
せ
て
し
ま
う
。「
小
さ
き
身
」
で
あ
る
我
に
は
、
到
底
直

視
で
き
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
最
後
に
は
、
そ
の
「
無
量
光
」
を
避
け
る
た
め
に
、
「
眞

夏
麻
耶
姫
」
に
「
無
憂
樹
の
枝
の
一
葉
」
を
請
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。 

 

や
や
性
急
な
イ
メ
ー
ジ
転
換
に
よ
っ
て
、
唐
突
に
移
り
変
わ
っ
て
い
く
感
は
拭
え
な
い
が
、
力
を
失

っ
て
い
る
状
態
に
あ
り
、
自
ら
を
支
え
る
存
在
を
求
め
る
、
詩
の
主
体
の
一
連
の
意
識
の
動
き
が
捉
え

ら
れ
た
詩
で
あ
る
。
注
目
す
べ
き
は
、「
水
」「
光
」
と
、
手
に
し
た
も
の
が
次
々
と
否
定
さ
れ
、
そ
の

次
な
る
も
の
へ
と
意
識
が
移
っ
て
い
く
点
で
あ
る
。
力
な
く
「
よ
ろ
め
」
い
て
い
た
詩
の
主
体
は
「
水
」

を
手
に
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
「
水
」
は
、
詩
の
主
体
に
力
を
与
え
た
と
思
っ
た
も
の
の
、
十
全
に
応

え
て
く
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
次
に
詩
の
主
体
は
背
に
受
け
た
「
光
」
に
よ
っ
て
力
を
得

る
も
の
の
、
こ
の
「
光
」
も
詩
の
主
体
を
満
足
さ
せ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
刻
一
刻
と
変
化
し
て
い

く
詩
の
主
体
の
意
識
と
、
そ
の
原
動
を
成
す
、
否
定
と
検
証
の
意
識
の
動
き
は
、
ま
さ
に
、
有
明
六
年

間
の
歩
み
、
徹
底
的
な
自
己
批
評
と
自
己
言
及
と
を
支
え
る
態
度
に
他
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
「
わ
が
お
も
ひ
」
で
は
最
後
に
「
眞
夏
麻
耶
姫
」
に
「
無
憂
樹
の
枝
の
一
葉
」
を
願
っ
て
い
る
。

こ
の
「
一
葉
」
が
、
「
光
」
に
打
た
れ
た
詩
の
主
体
に
再
び
力
を
与
え
た
と
し
て
も
、
進
む
「
鳴
れ
ぬ

さ
か
ひ
」
の
先
に
お
い
て
、
こ
の
「
一
葉
」
が
否
定
と
検
証
の
対
象
に
変
わ
る
こ
と
は
、
簡
単
に
予
期

さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
無
限
の
否
定
と
検
証
の
繰
り
返
し
こ
そ
、
有
明
を
動
か
し
続
け
て
き
た
意
識

な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
同
時
に
、
有
明
自
身
を
撃
つ
力
で
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、

燃
え
尽
き
る
寸
前
の
「
燈
明
」
と
し
て
の
輝
き
が
、
「
豹
の
血 

小
曲
八
篇
」
に
籠
め
ら
れ
て
い
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
次
な
る
歩
み
を
含
ん
で
い
な
が
ら
、
有
明
が
歩
み
を
止
め
て
し
ま
っ

た
の
は
、
惜
し
い
こ
と
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。 

  

※ 

詩
本
文
は
そ
れ
ぞ
れ
『
独
弦
哀
歌
』『
春
鳥
集
』『
有
明
集
』
収
録
時
の
も
の
を
使
用
し
た
。 
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