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一

私
の
此
短
い
論
文
は
、
日
本
人
の
自
然
美
観
の
発
生
か
ら
、
あ
る
固
定
を
示

す
時
期
ま
で
を
、
と
り
扱
ふ
の
で
あ
る
か
ら
、
自
然
同
行
の
諸
前
輩
の
文
章

の
序
説
と
も
、
概
論
と
も
な
る
順
序
で
あ
る
。
其
等
大
方
の
中
に
は
、
全
く

私
と
考
へ
方
を
異
に
し
て
ゐ
ら
れ
る
向
き
も
あ
る
こ
と
は
、
書
か
な
い
前
か

ら
知
れ
て
居
る
。
其
だ
け
、
此
話
は
私
に
即
し
て
居
る
。
私
一
人
で
ま
だ
他

人
の
異
見
を
聴
い
て
も
な
い
考
へ
な
の
で
あ
る
。
が
、
是
非
私
の
考
へ
方
の

様
に
、
文
学
意
識
な
り
、
民
族
精
神
の
展
開
の
順
序
な
り
を
置
き
換
へ
て
貰

は
ね
ば
、
訣
ら
な
い
部
分
が
、
古
代
は
勿
論
、
近
代
の
自
然
美
観
の
う
へ
に
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も
出
て
来
る
こ
と
ゝ
信
じ
る
。

国
民
性
を
論
ず
る
人
が
、
発
生
的
の
見
地
に
立
た
な
い
為
、
人
の
世
は
じ
ま

つ
て
か
ら
直
ぐ
に
、
今
の
ま
ゝ
の
国
民
性
が
出
来
あ
が
つ
て
ゐ
た
、
と
思
は

れ
て
居
る
。
江
戸
の
犬
儒
や
、
鍛
錬
主
義
者
の
合
理
化
を
経
た
士
道
・
武
士

道
が
、
そ
つ
く
り
戦
国
ど
こ
ろ
か
、
源
平
頃
の
武
家
に
も
、
其
精
神
の
内
容

と
し
て
見
る
こ
と
が
出
来
る
、
と
い
ふ
風
に
思
は
れ
勝
ち
で
あ
る
。
も
つ
と

溯
つ
て
「
額
に
矢
は
立
つ
と
も
背
ソ
ビ
ラに
矢
は
負
は
じ
」
と
御
褒
め
に
あ
づ
か
つ

た
、
奈
良
朝
の
吾
妻
の
国
の
生
蛮
を
多
く
含
む
東
人
の
全
精
神
を
士
道
そ
の

も
の
と
し
、
更
に
古
く
「
み
つ
〳
〵
し
久
米
の
子
ら
」
と
其
獰
猛
を
謡
は
れ

た
久
米
部
の
軍
人
な
ど
の
内
界
か
ら
も
、
物
の
あ
は
れ
知
る
心
を
探
り
出
さ

せ
る
の
で
あ
る
。
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こ
れ
は
、
研
究
法
は
よ
く
て
も
、
態
度
に
間
違
ひ
が
あ
る
か
ら
だ
。
日
本
の

唯
今
ま
で
の
辞
書
や
註
釈
書
が
、
ど
の
時
代
に
通
じ
て
も
数
個
の
意
義
に
共

通
し
、
其
用
語
例
の
間
を
浮
動
し
て
居
る
も
の
、
と
見
て
居
る
や
り
口
に
酷

似
し
て
居
る
。
此
言
語
解
釈
法
が
根
柢
か
ら
謬
あ
や
まつ
て
居
る
如
く
、
誤
り
を
等

し
く
し
て
居
る
思
想
史
や
、
文
明
史
は
、
変
つ
た
考
へ
方
か
ら
、
す
つ
か
り

時
代
の
置
き
換
へ
を
し
て
見
ね
ば
な
ら
な
い
。
定
見
家
や
、
俗
衆
の
た
め
に

は
、
自
己
讃
美
あ
れ
。
当
来
の
学
徒
に
と
つ
て
は
、
正
し
い
歴
史
的
内
省
が

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
思
ふ
。
私
は
わ
れ
〳
〵
の
祖
先
が
ま
だ
国
家
意
識
を
深

く
持
た
な
か
つ
た
と
思
は
れ
る
飛
鳥
の
都
以
前
の
邑
落
生
活
の
俤
を
濃
く
現

し
て
見
て
、
懐
し
い
祖
先
の
い
と
ほ
し
い
粗
野
な
生
活
を
見
瞻
み
ま
も
ら
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
。
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二

　
　
佐サ
韋ヰ
川
よ
　
霧
立
ち
わ
た
り
、
畝
傍
山
　
木コ
の
葉ハ
さ
や
ぎ
ぬ
。
風
吹
か

　
　
む
と
す
（
い
す
け
よ
り
媛
　
　
記
）

　
　
畝
傍
山
　
昼
は
雲
と
居ヰ
、
夕
来サ
れ
ば
、
風
吹
か
む
と
ぞ
　
木
の
葉
さ
や

　
　
げ
る

文
献
の
ま
ゝ
を
信
じ
て
よ
け
れ
ば
、
開
国
第
一
・
第
二
の
天
皇
の
頃
に
も
、

既
に
か
う
し
た
描
写
能
力
　
　
寧
む
し
ろ、
人
間
の
対
立
物
な
る
自
然
を
静
か
に
心

に
持
ち
湛
へ
て
居
る
こ
と
の
出
来
た
の
に
驚
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
と
ひ
、

此
が
継
子
の
皇
子
の
異
図
を
諷
し
た
も
の
と
言
ふ
本
文
の
見
解
を
、 

其  

儘 

そ
の
ま
ま
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に
う
け
と
つ
て
も
、
観
照
態
度
が
確
立
し
て
居
な
け
れ
ば
、
此
隠
喩
を
含
ん

だ
叙
景
詩
の
姿
の
出
来
る
は
ず
は
な
い
と
思
ふ
。
論
よ
り
証
拠
、
其
後
、
遥

か
に
降
つ
た
時
代
の
物
と
言
ふ
、
仁
徳
天
皇
が
吉
備
の
く
ろ
媛
に
う
た
ひ
か

け
ら
れ
た
歌

　
　
山
料
地

ヤ
マ
ガ
タ

に
蒔
け
る
菘
菜
も
　
吉
備
び
と
ゝ
共
に
し
つ
め
ば
、
愉タヌ
し
く
も

　
　
あ
る
か
（
仁
徳
天
皇
　
　
記
）

の
出
て
来
る
ま
で
は
、
叙
景
に
も
、
自
然
描
写
に
も
、
外
界
に
目
を
向
け
た

歌
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
な
い
ば
か
り
か
、
歌
の
詞
す
ら
却
つ
て
段
々
古
め

い
て
、
意
味
が
辿
り
に
く
ゝ
な
る
の
で
あ
る
。
す
さ
の
を
の
命
の
「
や
く
も

た
つ
」
の
歌
の
形
の
、
後
世
風
に
整
ひ
、
表
現
の
適
確
な
の
と
、
其
点
同
様

で
、
疑
ひ
も
な
く
、
飛
鳥
の
都
時
代
以
後
の
※
入
或
は
、
擬
作
と
思
は
れ
る
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も
の
で
あ
る
。
畝
傍
山
の
辺
の
風
物
の
不
安
を
帯
び
て
居
る
歌
の
意
味
か
ら
、

寓
意
の
存
在
を
感
じ
て
、
綏
靖
即
位
前
の
伝
説
に
附
会
し
て
、
織
り
込
ん
だ

も
の
と
思
は
れ
る
。

仁
徳
の
菘
菜
の
御
製
の
方
は
、
叙
景
の
部
分
は
僅
か
で
あ
る
が
、
此
方
は
自

然
に
興
味
を
持
つ
た
初
期
の
も
の
と
見
て
も
よ
い
程
、
単
純
で
、
印
象
を
強

く
出
し
て
居
る
。
此
も
寧
、
抒
情
詩
の
一
部
で
あ
る
が
、
畝
傍
山
の
歌
よ
り

は
却
つ
て
古
い
も
の
と
思
は
れ
る
。
だ
が
此
と
て
、
必
し
も
仁
徳
御
宇
の
も

の
と
も
き
ま
ら
な
い
。
此
位
の
自
然
観
は
、
大
体
記
録
の
順
序
通
り
に
、
此

天
皇
の
頃
の
物
と
見
て
も
よ
ろ
し
い
様
だ
が
、
仁
徳
天
皇
に
関
係
し
た
歌
謡

は
、
全
体
と
し
て
雄
略
・
顕
宗
朝
頃
の
も
の
よ
り
も
、
表
現
に
も
、
形
に
も
、

理
会
程
度
か
ら
も
、
新
し
み
を
持
つ
て
居
る
と
見
ら
れ
る
。
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後
飛
鳥
期
の
歌
で
見
る
と
、

　
　
山
川
に
鴛ヲ
鴦シ
二
つ
居
て
　
並タグ
ひ
よ
く
　
並タグ
へ
る
妹
を
　
誰
か
率ヰ
行ニ
け
む

　
　
（
野
中
川
原
史
満
　
　
日
本
紀
）

　
　
新
漢
イ
マ
キ
な
る
小
丘
ヲ
ム
レ
が
傍ウヘ
に
雲
だ
に
も
　
著シル
く
し
彷タ
彿タ
ば
、
何
か
嘆
か
む

　
　
（
斉
明
天
皇
　
　
同
）

　
　
飛
鳥
川
　
み
な
ぎ
ら
ひ
つ
ゝ
行
く
水
の
　
間
も
な
く
も
思
ほ
ゆ
る
か
も

　
　
（
同
）

　
　
山
の
端ハ
に 

鴨  

群 

ア
ヂ
ム
ラ

騒
ぎ
行
く
な
れ
ど
、
我
は
寂サブ
し
ゑ
。
君
に
し
あ
ら
ね

　
　
ば
（
同
　
　
万
葉
巻
四
）

其
外
、
此
時
代
の
歌
と
伝
へ
る
物
を
日
本
紀
で
見
る
と
、

　
　
は
ろ
／
″
＼
に
琴
ぞ
聞
ゆ
る
。
島
の
藪
原
。
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を
ち
方
の
あ
は
野ヌ
の
雉
子
キ
ヾ
シ
と
よ
も
さ
ず
…
…

　
　 
小  

林 
ヲ
バ
ヤ
シ

に
我
を
引
入
ヒ
キ
イ
れ
て
姦セ
し
人
の
面
も
知
ら
ず
…
…
（
巫
女
の
諷
謡
）

　
　
　
　
被
射
鹿

イ
ユ
シ
ヽ

を
つ
な
ぐ
川
辺
の
若
草
の
…
…
（
斉
明
天
皇
）

と
言
ふ
や
う
に
、
極
め
て
部
分
的
で
は
あ
る
が
、
単
な
る
口
拍
子
に
乗
つ
た

連
ね
文
句
で
は
な
く
、
外
界
を
掴
む
客
観
力
の
確
か
さ
が
あ
る
。
だ
か
ら
主

題
に
入
つ
て
も
、
其
修
飾
部
分
の
効
果
が
、
深
く
気
分
に
は
た
ら
き
か
け
る

だ
け
の
鮮
明
と
、
斬
新
と
が
あ
る
。

か
う
し
た
序
歌
の
断
篇
の
中
、
始
終
く
り
返
さ
れ
る
様
に
な
つ
た
流
行
文
句

は
、
皆
さ
う
言
ふ
印
象
深
い
客
観
描
写
の
物
で
あ
つ
た
。
「
い
ゆ
し
ゝ
を
」

の
句
は
、
万
葉
に
も
使
は
れ
て
居
る
。
「
を
ち
か
た
の
」
は
あ
る
地
物
の
隔

て
を
越
し
て
、
向
う
を
指
す
句
で
、
景
色
が
目
に
浮
く
と
こ
ろ
か
ら
、
奈
良
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朝
に
入
つ
て
も
「
を
ち
か
た
の
…
…
（
地
名
）
」
と
言
ふ
風
に
、
融
通
自
在

に
用
ゐ
ら
れ
る
民
謡
の
常
用
句
で
あ
つ
た
。
又
、
万
葉
に
繰
り
返
さ
れ
る

「
わ
が
せ
こ
を
我
が
…
…
松
原
…
…
」
な
ど
も
、
抒
情
的
で
居
て
、
印
象
の

き﹅
は﹅
や﹅
か﹅
さ﹅
の
あ
る
為
で
あ
つ
た
。

後
飛
鳥
期
（
舒
明
　
　
天
武
）
の
歌
を
疑
へ
ば
、
万
葉
の
第
一
の
め﹅
ど﹅
な
る

柿
本
人
麻
呂
の
歌
さ
へ
信
じ
る
事
が
出
来
な
く
な
る
。
万
葉
集
に
も
、
此
時

代
を
ば
、
大
体
に
於
て
巻
頭
に
す
ゑ
る
傾
向
の
あ
る
の
は
、
記
・
紀
記
載
の

末
に
接
し
て
、
あ
る
確
実
さ
を
感
じ
て
居
た
か
ら
で
あ
ら
う
。

仁
徳
・
雄
略
朝
の
歌
な
ど
を
、
不
調
和
に
冒
頭
に
据
ゑ
た
の
は
、
古
典
・
古

歌
集
と
し
て
の
権
威
を
感
じ
さ
せ
る
為
で
あ
つ
た
ら
う
。
だ
か
ら
、
内
容
か

ら
言
へ
ば
、
後
飛
鳥
期
を
以
て
、
時
代
の
起
し
と
し
た
も
の
と
見
て
よ
い
。
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鴛ヲ
鴦シ
・
を
丘ムレ
の
雲
・
み
な
ぎ
ら
ふ
水
・
山
越
ゆ
る 

鴨  

群 

ア
ヂ
ム
ラ

な
ど
、
時
代
が
純

粋
な
叙
景
詩
を
欲
し
て
居
た
ら
、
直
に
其
題
材
を
捉
へ
て
歌
ふ
事
の
出
来
る

能
力
を
見
せ
て
居
る
。
唯
、
歌
に
叙
景
詩
と
し
て
の
意
識
が
、
ま
だ
生
じ
な

か
つ
た
の
で
あ
つ
た
。
私
は
仁
徳
天
皇
の
生
活
を
記
念
す
る
為
の
叙
景
詩
中

の
歌
が
、
多
分
後
飛
鳥
期
の
初
め
に
接
す
る
も
の
だ
ら
う
と
言
う
た
。
尚
一

・
二
を
引
い
て
見
る
。

　
　
倭
ヤ
マ
トべ
に
西ニ
風シ
吹
き
あ
げ
て
　 

雲  

離 

ク
モ
バ
ナ

れ
　
隔ソ
き
居
り
と
も
　
我
忘
れ
め

　
　
や
（
く
ろ
媛
　
　
記
）

叙
景
気
分
は
、
濃
く
動
い
て
居
る
。
「
…
…
生
ふ
る
薑
ハ
ジ
カ
ミ脣クチ
ひ
ゞ
く
　
我
は
忘

れ
じ
」
な
ど
言
ふ
行
き
あ
た
り
ば
つ
た
り
の
序
歌
と
は
違
う
て
、
確
か
に
見

据
ゑ
て
居
る
。
把
握
し
て
居
る
。
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大
人
物
・
大
事
件
を
伝
へ
る
叙
事
詩
か
ら
、
脱
落
し
た
歌
と
思
は
れ
る
も
の

は
、
大
体
に
理
解
し
易
い
文
脈
と
、
発
想
法
と
を
持
つ
て
居
る
。 

建  

部 

タ
ケ
ル
ベ

の

伝
誦
し
た
物
と
思
は
れ
る
や
ま
と
た
け
る
の
命
に
関
す
る
も
の
も
、
安
曇
の

民
の
撒
布
し
た
と
推
察
せ
ら
れ
る
大
国
主
の
情
詩
も
、
皆
記
・
紀
の
時
代
の

区
別
に
関
係
な
く
、
よ
く
訣
る
こ
と
、
後
の
木
梨
軽
太
子
の
情
詩
と
、
さ
の

み
時
代
の
隔
り
を
感
じ
さ
せ
ぬ
程
で
あ
る
。
私
は
、
ほ
か
ひ
人
の
手
で
、
諸

国
に
持
ち
歩
か
れ
た
物
は
、
固
定
の
儘
を
伝
へ
る
訣
に
行
か
な
い
で
、
時
々

口
拍
子
か
ら
出
る
修
正
が
加
は
り
〳
〵
し
て
、
後
飛
鳥
期
の
物
と
、
直
に
続

く
様
に
見
え
る
の
で
は
な
い
か
と
考
へ
て
居
る
。

さ
す
れ
ば
外
的
に
は
、
叙
景
の
手
法
が
既
に
発
生
し
て
居
り
、
内
的
に
は
、

抒
情
詩
に
も
客
観
性
が
ほ
の
見
え
て
来
た
理
由
が
訣
る
。
「
小
林
に
」
な
ど
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の
、
情
景
の
か﹅
つ﹅
き﹅
り﹅
し
て
居
る
の
も
、
其
為
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
三

江
戸
の
浄
瑠
璃
類
の
初
期
に
は
、
必
須
条
件
と
し
て
、
一
曲
の
中
に
必
一
場

は
欠
か
れ
な
か
つ
た
　
　
時
と
し
て
は
二
場
・
三
場
す
ら
含
む
も
の
も
あ
つ

た
　
　
道
行
き 

景  

事 

ケ
イ
ゴ
ト

は
、
中
期
に
は
芸
術
化
し
て
、
此
部
分
ば
か
り
を
小

謡
同
様
に
語
る
と
言
ふ
流
行
さ
へ
起
し
た
。
さ
う
し
て
末
期
に
は
、
振
は
な

く
な
つ
た
け
れ
ど
も
、
曲
中
の
要
処
と
す
る
習
は
し
は
固
定
し
て
残
つ
た
。

芝
居
に
は
、
末
期
ほ
ど
盛
ん
に
な
つ
た
が
、
初
期
は
簡
単
な
海
道
上
下
の
振フ

   

事 

リ
ゴ
ト
、
或
は
異
風
男
の
寛
濶
な
歩
き
ぶ
り
を
見
せ
る
に
過
ぎ
な
か
つ
た
。
け
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れ
ど
も
、
歌
舞
妓
以
前
の
芸
能
に
も
、
道
行
き
ぶ
り
の
所
作
は
、
古
く
延
年

舞
・
田
楽
・
曲
舞
な
ど
に
も
行
は
れ
て
居
た
。
「
風
流
フ
リ
ウ
」
の
如
き
は
、
道
行

き
ぶ
り
を
主
と
す
る
仮
装
行
列
で
あ
る
。
日
本
の
芸
能
に
道
行
き
ぶ
り
の
含

ま
れ
て
来
た
事
は
、
極
め
て
古
く
か
ら
の
事
と
思
は
れ
る
。

私
は
此
を
、
遠
処
の
神
の
、
時
を
定
め
て
、
邑
落
の
生
活
を
見
舞
う
た
古
代

の
神
事
の
神
群
行
の
形
式
が
残
つ
て
、
演
劇
に
も
、
叙
事
詩
に
も
、
旅
行
者

の
風
姿
を
う
つ
す
風
が
固
定
し
た
も
の
と
考
へ
て
居
る
。
記
・
紀
の
歌
謡
を

見
て
も
、
道
行
き
ぶ
り
の
文
章
の
極
め
て
多
い
の
は
、
神
事
に
絡
ん
で
発
達

し
た
為
で
、
人
間
の
時
代
を
語
る
物
も
、
道
行
き
ぶ
り
が
到
る
処
に
顔
を
出

す
事
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。

だ
が
今
一
方
に
、
発
想
法
の
上
か
ら
来
る
理
由
が
あ
る
。
其
は
、
古
代
の
律
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文
が
予
め
計
画
を
以
て
発
想
せ
ら
れ
る
の
で
な
く
、
行
き
当
り
ば
つ
た
り
に

語
を
つ
け
て
、
あ
る
長
さ
の
文
章
を
は
こ
ぶ
う
ち
に
、
気
分
が
統
一
し
、
主

題
に
到
着
す
る
と
言
つ
た
態
度
の
も
の
ば
か
り
で
あ
つ
た
事
か
ら
起
る
。
目

の
あ
た
り
に
あ
る
も
の
は
、
或
感
覚
に
触
れ
る
も
の
か
ら
ま
づ
語
を
起
し
て
、

決
し
て
予
期
を
以
て
す
る
表
現
で
は
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。

　
　
神
風
の
　
伊
勢
の
海
の
大
石
オ
ヒ
シ
に
　
這
ひ
廻
モ
ト
ホろ
ふ 

細  

螺 

シ
タ
ダ
ミ

の
　
い
這ハ
ひ
廻
モ
ト
ホ

　
　
り
、
伐
ち
て
し
や
ま
む
（
神
武
天
皇
　
　
記
）

主
題
の
「
伐
ち
て
し
や
ま
む
」
に
達
す
る
為
に
、
修
辞
効
果
を
予
想
し
て
、

 

細  

螺 

シ
タ
ヾ
ミ

の
様
を
序
歌
に
し
た
の
で
は
な
く
、
伊
勢
の
海
を
言
ひ
、
海
岸
の
巌

を
言
ふ
中
に
「
は
ひ
廻
モ
ト
ホろ
ふ
」
と
言
ふ
、
主
題
に
接
近
し
た
文
句
に
逢
着
し

た
処
か
ら
、
急
転
直
下
し
て
「
い
は
ひ
も
と
ほ
る
」
動
作
を
自
分
等
の
中
に
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見
出
し
て
、
そ
こ
か
ら
「
伐
ち
て
し
止
ま
む
」
に
到
着
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
み
つ
み
つ
し
久
米
の
子
等
が
　
粟
生
ア
ハ
フ
に
は
韮
カ
ミ
ラひ
と
茎モト
。
其ソ
根ネ
が
も
と
　

　
　
其ソ
根ネ
芽メ
つ
な
ぎ
て
、
伐
ち
て
し
や
ま
む
（
神
武
天
皇
　
　
記
）

　
　
み
つ
み
つ
し
久
米
の
子
等
が
　
垣
下
に
植
ゑ
し
薑
ハ
ジ
カ
ミ。
口
ひ
ゞ
く
　
我
は

　
　
忘
れ
じ
。
伐
ち
て
し
や
ま
む
（
同
）

此
歌
な
ど
も
、
久
米
部
の
民
の
家
の
矚
目
を
順
々
に
、
粟
原
ア
ハ
フ
を
言
ひ
、
粟
原

に
雑
る
韮
カ
ミ
ラの
茎
を
見
て
、
段
々
気
分
が
纏
つ
て
来
た
際
に
、
韮
の
根
か
ら
、

其
を
欲
す
る
心
を
述
べ
　
　
其ソ
根ネ
が
幹モト
で
な
く
、
其
根
が
も
と
言
ふ
所
有
の

願
望
を
示
す
「
が
も
」
で
あ
る
　
　
根
を
掘
る
様
を
言
ふ
時
既
に
、
主
題
は

完
成
し
て
、
「
其ソ
根ネ
芽メ
つ
な
ぎ
て
」
と
根
柢
か
ら
引
き
抜
く
事
の
意
よ
り
、

其
一
党
悉
く
を
思
ひ
浮
べ
、
直
に
「
伐
ち
て
し
や
ま
む
」
と
結
着
さ
せ
た
の
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で
あ
る
。
第
二
首
は
説
明
が
済
ん
で
ゐ
る
が
、
尚
言
へ
ば
、
垣
の
も
と
の
山

椒
の
一
種
か
ら
「
脣
ひ
ゞ
く
」
を
聯
想
し
、
印
象
深
く
残
つ
た
一
念
を
思
ひ

浮
べ
て
、
其
報
復
を
欲
す
る
意
を
言
ふ
処
に
落
ち
つ
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
…
…
群
鳥
の
　
わ
が
群
れ
行イ
な
ば
　
引
け
鳥
の
　
我
が
牽
け
行イ
な
ば
、

　
　
哭
か
じ
と
は
　
汝
は
云
ふ
と
も
、
山
門
ヤ
マ
ト
の  

一  

本  

薄  

ヒ
ト
モ
ト
ス
ヽ
キ

　
頸ウナ
傾カブ
し
　
汝

　
　
が
哭
か
さ
ま
く
、
朝
雨
の
　
さ
霧
に
彷タ
彿タ
む
ぞ
。
…
…
（
八
千
矛
神
　

　
　
　
記
）

群
鳥
の
わ
た
る
を
仰
い
で
、
群
れ
行
か
う
と
す
る
事
を
言
ひ
、
其
間
に
次
の

発
想
が
考
へ
浮
ば
な
い
か
ら
、
ゆ
と
り
を
持
つ
為
に
、
対
句
と
し
て
引
け
鳥

を
据
ゑ
て
、
誘
ひ
立
て
ら
れ
て
、
行
か
う
と
す
る
事
を
述
べ
、
や
つ
と
別
れ

た
後
の
女
の
悲
し
み
に
想
到
し
て
、
気
強
く
寂
し
さ
に
堪
へ
よ
う
と
云
ふ
女
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に
反
省
さ
せ
る
様
な
心
持
ち
を
続
け
て
来
て
ゐ
る
。
そ
し
て
目
前
の
山
門
ヤ
マ
ト
の

薄
の
穂
の
あ
り
様
を
半
分
叙
述
す
る
か
し
な
い
中
に
、
う
な
だ
れ
て
泣
く
別

後
の
女
の
様
を
考
へ
、
そ
れ
か
ら
其
穂
を
垂
ら
す
朝
雨
に
注
意
が
移
つ
て
、

其
細
か
な
粒
の
霧
と
な
つ
て
立
ち
亘
つ
て
居
る
状
を
言
ひ
進
め
る
中
に
、
立

つ
と
言
ふ
語
こ
と
ばか
ら
転
じ
て
幻
の
浮
ぶ
と
言
ふ
意
の
た﹅
つ﹅
に
結
び
つ
け
た
の
で

あ
る
。
此
な
ど
は
、
予
期
か
ら
出
た
技
巧
と
し
て
見
る
と
、
な
か
〳
〵
容
易

に
出
来
さ
う
で
は
な
い
が
、
尻
と
り
文
句
風
に
言
う
て
居
る
中
に
、
段
々
纏

つ
て
行
つ
た
も
の
で
あ
る
。

此
は
一
つ
に
は
、
時
代
と
し
て
即
興
的
に
か
け
あ
ひ
文
句
を
番つが
へ
争
ふ
歌
垣

な
ど
が
あ
つ
て
、
さ
う
し
た
習
練
が
積
ま
れ
た
事
も
、
か
う
し
た
発
想
法
の

自
由
さ
を
助
け
る
様
に
な
つ
て
居
た
の
で
あ
る
。
併
し
此
お
ほ
く
に
ぬ
し
の
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歌
の
様
な
の
は
、
口
頭
の
修
正
の
重
り
加
つ
た
も
の
と
思
は
れ
る
程
、
表
現

の
的
確
な
物
で
あ
る
。
山
門
ヤ
マ
ト
の
薄
一
本
に
か
ゝ
る
朝
雨
を
捉
へ
て
居
る
処
も
、

客
観
描
写
の
進
ん
だ
時
代
の
物
と
す
れ
ば
、
不
思
議
は
な
い
。
修
辞
法
の
効

果
な
ど
も
印
象
的
に
来
る
の
は
、
「
粟
原
の
韮
カ
ミ
ラ」
や
「
垣
下
の
薑
ハ
ジ
カ
ミ」
な
ど
の

印
象
の
淡
い
空
虚
な
序
歌
と
な
つ
て
居
る
の
と
比
べ
れ
ば
、
そ
こ
に
時
代
の

進
ん
で
居
る
こ
と
が
見
え
る
。
神
武
記
の
物
よ
り
お
ほ
く
に
ぬ
し
の
情
詩
の

方
が
、
新
し
い
事
は
推
せ
ら
れ
る
。
更
に
時
代
の
降
つ
た
応
神
紀
の
歌
が
、

発
想
法
か
ら
見
れ
ば
、
又
却
つ
て
古
い
時
代
の
物
だ
と
言
ふ
事
を
見
せ
て
居

る
の
は
、
を
か
し
い
。

　
　
い
ざ
吾ア
君ギ
。
野ヌ
に
蒜ヒル
つ
み
に
　
蒜
つ
み
に
　
我
が
行
く
道
に
、
香
ぐ
は

　
　
し
花
橘
。
下
枝
シ
ヅ
エ
ら
は
人
み
な
取
り
、
秀
枝
ホ
ツ
エ
は
鳥
棲ヰ
枯
し
　
み
つ
ぐ
り
の
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中
つ
枝
の
　
含
隠
フ
ゴ
モ
り
　
赤アカ
れ
る
処
女
ヲ
ト
メ
。
い
ざ
。
さ
か
は
え
な
（
応
神

　
　
天
皇
　
　
日
本
紀
）

此
な
ど
は
全
く
、
案
を
立
て
た
も
の
で
な
い
事
が
明
ら
か
だ
。
「
い
ざ
あ
ぎ
」

は
語
頭
の
囃
し
語
で
「
い
ざ
人
々
よ
、
謡
ひ
は
じ
む
る
ぞ
。
聴
け
」
と
言
ふ

程
の
想
を
持
つ
た
の
が
固
定
し
て
、
あ
ち
こ
ち
の
謡
に
つ
く
の
で
あ
る
。

野
で
逢
う
た
処
女
に
言
ひ
か
け
た
歌
で
あ
ら
う
。
　
　
酒
宴
の
節
、
髪
長
媛

を
お
ほ
さ
ゞ
き
の
命
に
与
へ
よ
う
と
の
意
を
、
ほ
の
め
か
さ
れ
た
の
だ
と
す

る
記
・
紀
の
伝
来
説
明
は
、
歌
に
あ
は
な
い
。
此
は
、
さ
う
し
た
事
実
に
、

此
歌
の
成
立
を
思
ひ
よ
そ
へ
た 

大  
歌 

オ
ホ
ウ
タ

（
宮
廷
詩
）
に
つ
い
て
ゐ
た
説
明
な

の
で
あ
ら
う
。

野
に
見
た
処
女
の
羞
ら
う
て
家
も
名
も
あ
か
さ
ぬ
の
に
言
ひ
か
け
る
文
句
を
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ま
づ
、
蒜ヒル
つ
み
か
ら
起
し
て
、
一
本
立
つ
花
の
咲
い
た
橘
の
木
に
目
を
移
し

順
々
に
枝
の
様
を
述
べ
、
恐
ら
く
其
枝
々
の
様
子
を
、
沢
山
の
少
女
は
あ
る

が
ど
れ
も
こ
れ
も
処
女
で
は
な
い
の
を
不
満
に
思
ふ
心
に
絡
ま
し
、
直
に
主

題
に
入
り
か
ね
て
、
対
句
を
利
用
し
た
後
、
稍やや
考
へ
の
中
心
は
出
来
て
来
た

が
、
や
は
り
躊
躇
し
な
が
ら
、
中
つ
枝
の
様
子
を
述
べ
て
ゐ
る
。
此
が
却
つ

て
、
外
的
に
は
注
意
を
集
め
る
だ
け
の
重
々
し
さ
を
出
し
て
居
る
。
中
つ
枝

の
伸
び
な
い
、
芽
吹
き
の
若
さ
に
心
が
つ
い
て
、
思
ふ
処
女
の
人
を
恥
ぢ
る
、

ま
だ
男
せ
ぬ
女
ら
し
い
艶
々
し
い
頬
の
色
を
讃
美
す
る
点
に
達
し
た
も
の
だ
。

但
、
此
歌
は
、
ま
だ
続
き
の
文
句
か
、
第
二
首
目
か
ゞ
あ
つ
た
の
が
、
脱
落

し
た
儘
で
伝
つ
た
も
の
と
思
は
れ
る
。

此
に
答
へ
た
お
ほ
さ
ゞ
き
の
歌
も
、
必
し
も
赤
れ
る
処
女
を
貰
う
た
礼
心
の
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表
さ
れ
た
も
の
と
は
云
は
れ
ぬ
。

　
　
水
た
ま
る
　
依
網
ヨ
サ
ミ
の
池
に
　
蓴
ヌ
ナ
ハく
り
　
延ハ
へ
け
く
知
ら
に
　
堰
杭
ヰ
グ
ヒ
つ
く

　
　 
川  
俣 
カ
ハ
マ
タ

の
江
の
　 

菱  

殻 

ヒ
シ
ガ
ラ

の
刺
し
け
く
知
ら
に
、
我
が
心
し
　
い
や
愚ヲ

　
　
癡コ
に
し
て
（
大
鷦
鷯
命
　
　
日
本
紀
）

歌
か
ら
見
る
と
、
危
険
が
待
ち
か
ま
へ
て
居
た
の
も
知
ら
な
い
で
、
ひ
ど
い

目
に
遭
う
た
自
分
の
愚
か
さ
を
、
自
嘲
す
る
様
な
発
想
と
気
分
と
を
持
つ
て

ゐ
る
。
依
網
ヨ
サ
ミ
の
地
の
池
か
ら
、
池
に
あ
る
物
に
結
び
つ
け
て
、
色
々
な
も
の
ゝ

水
の
下
に
あ
つ
た
も
の
も
知
ら
ず
に
居
た
。
さ
う
し
て
、
刺
の
あ
る
水
草
に

さ
ゝ
つ
た
と
言
ふ
の
で
あ
る
。
此
歌
も
何
だ
か
、
あ
る
部
分
の
脱
落
を
思
は

せ
る
姿
で
あ
る
。

　
　  

石    

上  

イ
ス
ノ
カ
ミ

　
布
留
を
過
ぎ
て
、  

薦    
枕  

コ
モ
マ
ク
ラ

　
高
橋
過
ぎ
、
物
さ
は
に
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大  

宅 

オ
ホ
ヤ
ケ

過
ぎ
、
春
日
ハ
ル
ヒ
の
　
春
日
カ
ス
ガ
を
過
ぎ
、
つ
ま
ご
も
る
　
小ヲ
佐サ
保ホ
を
過

　
　
ぎ
、

平
群
ヘ
グ
リ
鮪シビ
の
愛
人
か
げ
媛
が
、
鮪
の
伐
た
れ
た
の
を
悲
し
ん
で
作
つ
た
歌
の
大

部
分
を
な
し
て
居
る
こ
れ
だ
け
の
文
章
は
、
主
題
に
入
ら
な
い
で
、
経
過
し

た
道
筋
を
述
べ
た
て
ゝ
ゐ
る
だ
け
で
あ
る
。
さ
う
し
て
や
つ
と
眼
目
の
考
へ

が
熟
し
て
来
て
、

　
　
た
ま
笥ケ
に
は
飯
さ
へ
盛
り
、
た
ま
盌モヒ
に
水
さ
へ
盛
り
、

と
対
句
で
ぐ
づ
／
″
＼
し
て
後
、

　
　
哭
き
そ
ぼ
ち
行
く
も
。
か
げ
媛
　
あ
は
れ
（
か
げ
媛
　
　
日
本
紀
）

と
、
極
め
て
簡
単
な
解
決
に
落
着
し
て
ゐ
る
。
こ
の
中
の
「
か
げ
媛
あ
は
れ
」

は
、
囃
し
語
と
し
て
這
入
つ
た
も
の
で
、
元
来
の
文
句
は
「
哭
き
そ
ぼ
ち
行
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く
も
」
で
終
つ
て
居
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
実
際
は
、
か
げ
媛
の
自
作
で
は

な
く
て
、
平
群
氏
に
関
聯
し
た
叙
事
詩
の
中
の
断
篇
か
、
或
は
他
の
人
の
唯

の
葬
式
の
歌
か
ゞ
、
か
う
し
た
伝
説
を
伴
ふ
や
う
に
な
つ
た
の
で
あ
ら
う
。

と
も
か
く
も
、
口
に
任
せ
て
述
べ
て
行
く
歌
の
極
端
な
一
例
で
あ
る
。
似
た

例
が
い
は
の
媛
に
も
あ
る
。

　
　
つ
ぎ
ね
ふ
や
　
山
城
川
を
　
宮
の
ぼ
り
　
我
が
溯
れ
ば
、
あ
を
に
よ
し

　
　
　
奈
良
を
過
ぎ
、
を
だ
て
　
倭
邑
ヤ
マ
ト
を
過
ぎ
、
我
が
見
が
欲ホ
し
国
は
、
葛カ

　
　   

城 

ツ
ラ
ギ
　
高
宮
　
我
家
ワ
ギ
ヘ
の
あ
た
り
（
い
は
の
媛
　
　
記
）

前
と
違
ふ
点
は
、
叙
事
に
終
止
し
な
い
で
、
抒
情
に
落
し
て
ゐ
る
所
だ
け
で

あ
る
。
お
な
じ
時
に
出
来
た
と
言
ふ
今
一
首
は
、
道
行
き
ぶ
り
の
中
に
、
稍

複
雑
味
が
加
つ
て
居
る
。
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つ
ぎ
ね
ふ
や
　
山
城
川
を
　
川
溯
り
　
我
が
の
ぼ
れ
ば
、
川
の
辺
に
生

　
　
ひ
立
て
る
烏サ
草シ
樹ブ
を
。
烏サ
草シ
樹ブ
の
樹
　
其シ
が
下シタ
に
生
ひ
立
て
る
葉
広
五

　
　
百ユ
つ 
真  

椿 
マ
ツ
バ
キ

。
其シ
が
花
の
　
照
り
い
ま
し
　
其シ
が
葉
の
　
張ヒロ
り
い
ま
す

　
　
は
　
大
君
ろ
か
も
（
同
）

此
歌
は
、
日
本
紀
の
方
の
伝
へ
は
、
断
篇
で
あ
る
。
此
古
事
記
の
方
で
見
る

と
、
道
行
き
ぶ
り
か
ら
転
化
し
て
物
尽
し
に
入
つ
て
居
る
。
道
行
き
ぶ
り
も

畢
竟
は
地
名
を
並
べ
る
物
尽
し
に
過
ぎ
な
い
。
併
し
既
に
言
う
た
と
ほ
り
尚
、

神
群
行
の
神
歌
の
影
響
が
加
つ
て
、
物
尽
し
の
外
に
日
本
の
歌
謡
の
一
つ
の

型
を
作
つ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
四
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物
尽
し
の
、
古
代
に
於
て
、
一
つ
の
発
達
し
た
形
に
な
つ
た
も
の
は
「 

読  

ヨ
ミ
ウ

歌 タ
」
で
あ
る
。
此
は
、
節フシ
ま
は
し
が
少
く
て
、
朗
読
調
に
近
い
か
ら
だ
と

説
か
れ
て
来
た
の
は
、
謂
は
れ
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。
さ
う
し
た
謡
ひ
方
は
、

古
代
か
ら
現
今
ま
で
言
ふ
所
の
「
か
た
る
」
と
言
ふ
用
語
例
に
入
る
の
で
あ

る
。
「
よ
む
」
の
古
い
意
義
は
、
数
へ
る
と
言
ふ
所
に
あ
る
。
つ
ま
り
は
、

目
に
見
え
る
物
一
つ
〳
〵
に
、
洩
ら
さ
ず
歌
詞
を
託
け
て
行
く
歌
を
言
ふ
の

で
、
後
に
は
変
化
し
て
、
武
家
時
代
の
初
め
か
ら
は
「
言
ひ
立
て
」
と
称
せ

ら
れ
て
ゐ
る
物
の
元
と
な
つ
た
の
で
あ
る
。
今
の
万
歳
の
柱
ぼ
め
・
屋
敷
ぼ

め
の
如
く
、
そ
こ
に
あ
る
物
一
々
に
関
聯
し
て
祝
言
を
述
べ
立
て
る
歌
で
あ

ら
う
と
思
ふ
。
ほ
ぎ
歌
の
一
種
、
建
て
物
に
関
し
た
も
の
が
、
後
に
は
、
替
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へ
歌
な
ど
が
出
来
て
、
読
み
歌
の
特
徴
を
失
ひ
、
唯
、
調
子
だ
け
の
名
と
な

つ
た
が
、
尚
「
言
ひ
立
て
」
風
の
文
句
を
謡
う
た
も
の
と
思
は
れ
る
。

ほ
ぎ
の
詞
に
は
、
歌
に
な
つ
た
も
の
と
、
や
ゝ
語
り
に
近
い
も
の
と
が
あ
つ

た
。
前
者
が
ほ
ぎ
歌
で
あ
つ
て
、
後
者
は
寿
詞
ヨ
ゴ
ト
と
称
せ
ら
れ
た
。
寿
詞
は
、

祝
詞
の
古
い
形
を
言
ふ
の
で
、
発
想
法
か
ら
、
文
章
の
目
的
と
す
る
相
手
ま

で
、
祝
詞
と
は
違
う
て
居
る
。
よ
ご
と
は
生
命
の
詞
、
即
「
齢
詞
ヨ
ゴ
ト
」
の
義
が

元
で
あ
る
。

寿
詞
の
中
、
重
要
な
も
の
は
、
家
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
新
室
ほ
か
ひ
或

は
、
在
来
の
建
て
物
に
対
し
て
も
行
は
れ
て
、
建
て
物
と
、
主
人
の
生
命
・

健
康
と
を
聯
絡
さ
せ
て
、
両
方
を
同
時
に
祝
福
す
る
口
頭
の
文
章
で
あ
る
。

柱
や
梁
や
壁
茅
・
椽
・
牀
・
寝
処
な
ど
の
動
揺
・
破
損
の
な
い
こ
と
を
、
家
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の
あ
る
じ
の
健
康
の
し
る
し
と
す
る
様
な
発
想
を
採
る
所
か
ら
、
更
に
両
方

同
時
に
述
べ
る
数
主
並
叙
法
が
発
生
し
た
。
だ
か
ら
、
天
子
崩
御
前
の
歌
に
、

建
て
物
の
棟
か
ら
垂
れ
た
綱
を
以
て
、
直
に
命
の
長
い
し
る
し
と
見
る
寿
詞

の
考
へ
方
に
慣
れ
て
、
屋
の
棟
を
見
る
と
、
綱
の
垂
れ
て
居
る
如
く
、
天
子

の
生
命
も
「
天
た
ら
し
た
り
」
と
祝
言
す
る
様
な
変
な
表
現
を
し
て
ゐ
る
。

天
智
の
御
代
の
こ
と
で
あ
る
。

　
　
天
の
原
　
ふ
り
放サ
け
見
れ
ば
、
大
君
の 

御  

命 

ミ
イ
ノ
チ

は
長
く
、
天
た
ら
し
た

　
　
り
（
倭
媛
皇
后
　
　
万
葉
巻
二
）

此
表
現
の
不
足
も
寿
詞
に
馴
れ
た
当
時
の
人
に
は
、
よ
く
訣
つ
た
の
で
あ
ら

う
。

寿
詞
は
、
常
に
譬
喩
風
に
家
の
あ
る
じ
の
健
康
を
ほ
ぐ
が
、
同
時
に
建
て
物
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の
ほ
ぎ
言
と
も
な
る
の
で
あ
る
。
か
う
し
た
不
思
議
な
発
想
法
か
ら
、
象
徴

式
の
表
現
法
も
生
れ
、
隠
喩
も
発
生
し
た
。
勿
論
直
喩
法
も
発
達
し
た
。
併

し
、
概
し
て
言
へ
ば
直
喩
法
は
、
後
飛
鳥
期
に
も
あ
つ
た
が
、
藤
原
期
の
柿

本
人
麻
呂
の
力
が
、
主
と
し
て
は
た
ら
い
て
、
完
成
し
た
様
で
あ
る
。

隠
喩
及
び
象
徴
法
は
、
寿
詞
の
数
主
並
叙
法
か
ら
発
生
し
た
と
言
う
て
よ
い

が
、
尚
他
に
も
誘
因
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
前
の
出
ま
か
せ
の
叙
述
法
が
其
で

あ
る
。
此
並
叙
法
を
寿
詞
が
採
る
様
に
な
つ
た
根
本
理
由
は
、
今
は
述
べ
な

い
。
日
本
文
学
の
発
生
を
論
ず
る
文
章
で
、
近
く
発
表
す
る
心
ぐ
み
で
あ
る
。

顕
宗
天
皇
の
伝
説
で
見
て
も
、
室
寿
詞
が
一
面
享
楽
的
な
文
章
を
派
生
し
て

ゐ
る
様
子
が
見
え
る
。
神
に
扮
し
た
人
が
、
神
の
資
格
に
於
て
、
自
ら
も
然

う
信
じ
て
新
室
に
臨
ん
だ
風
が
、
段
々
忘
れ
ら
れ
て
、
飛
鳥
朝
の
大
和
辺
で
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は
、
其
家
よ
り
も
高
い
階
級
と
見
ら
れ
る
人
が 

賓  

客 

マ
レ
ビ
ト

と
し
て
迎
へ
ら
れ
、

舞
人
の
舞
を
見
、
謡
を
聞
く
事
は
勿
論
、
舞
人
な
る
処
女
を
一
夜
の
妻
に
所

望
し
て
、
そ
の
家
に
泊
つ
た
事
は
、
允
恭
紀
に
見
え
る
事
実
で
あ
る
。
新
室

の
ほ
か
ひ
（
ほ
ぎ
　
　
祝
福
）
が
、
段
々
「
宴
ウ
タ
ゲ」
と
言
ふ
習
俗
を
分
化
し
た

元
と
な
つ
た
事
は
、
此
ほ
か
万
葉
集
な
ど
を
見
て
も
知
れ
る
。

　
　
新
む
ろ
を
踏フム 
静  
子 

シ
ヅ
メ
コ

（
？
）
が
　
手
玉
な
ら
す
も
。
玉
の
如ゴト
　
照
り
た

　
　
る
君
を
　
内
に
と
、
ま
を
せ
（
万
葉
集
巻
十
一
）

　
　
新
室
の
壁
草
刈
り
に
、
い
ま
し
た
ま
は
ね
。
草
の
如
　
嫋ヨラ
へ
る
処
女
は
、

　
　
君
が
ま
に
〳
〵
（
同
）

此
旋
頭
歌
は
、
も
は
や
厳
粛
一
方
で
な
く
、
ほ﹅
か﹅
ひ﹅
の
享
楽
の
歌
が
即
座
に
、

謡
は
れ
た
姿
を
留
め
て
居
る
も
の
で
は
な
い
か
。
歌
垣
の
か
け
あ
ひ
に
練
り
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上
げ
た
頓
才
か
ら
、
室
の
内
外
の
模
様
に
出
任
せ
に
語
を
つ
け
て
、
家
あ
る

じ
の
祝
福
、 

賓  

客 

マ
レ
ビ
ト

の
讃
美
な
ど
の
、
類
型
式
な
が
ら
、
其
場
の
興
を
呼
ぶ

事
の
出
来
る
文
句
が
謡
は
れ
る
風
が
出
来
て
来
た
。
其
が
家
を
離
れ
な
い
間

は
、
単
な
る
叙
景
詩
の
芽
生
え
に
過
ぎ
な
い
と
い
ふ
点
で
は
、
道
行
き
ぶ
り

や
、
矚
目
発
想
法
や
、
物
尽
し
か
ら
大タイ
し
て
離
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
ば
か

り
か
、
性
的
な
興
味
を
中
心
に
す
る
傾
向
に
向
ひ
さ
へ
し
た
ら
う
。
処
が
古

代
人
の
家
屋
に
対
す
る
信
仰
や
習
癖
が
、
特
殊
な
機
会
に
、
古
く
か
ら
外
界

に
向
い
て
ゐ
た
眼
を
逸
ら
す
事
な
く
、
譬
喩
化
す
る
事
な
く
、
人
事
以
外
の

物
を
詠
む
事
に
価
値
を
認
め
る
心
を
養
う
て
居
た
。
此
が
日
本
の
叙
景
詩
の

始
ま
り
で
あ
る
。
又
歌
に
お
け
る
純
客
観
態
度
の
成
立
す
る
様
に
な
つ
た
原

因
な
の
だ
。
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五

其
考
へ
ら
れ
る
原
因
は
旅
行
で
あ
る
。
国
家
意
識
の
盛
ん
に
な
つ
て
、
日
本

の
版
図
の
中
を
出
来
る
だ
け
見
よ
う
と
す
る
企
て
は
、
後
飛
鳥
期
か
ら
著
し

く
な
つ
て
来
る
。
伝
説
的
に
は
遠
方
に
旅
し
た
貴
人
の
行
蹟
は
語
ら
れ
て
ゐ

る
が
、
多
く
は
遠
く
よ
り
来
り
臨
ん
だ
邑
落
時
代
の
神
の
物
語
の
、
人
間
に

翻
案
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

遠
国
へ
の
旅
行
が
、
わ
り
に
自
由
に
せ
ら
れ
る
様
に
な
つ
た
の
は
、
国
家
意

識
の
行
き
亘
つ
た
事
を
示
し
て
ゐ
る
。
此
は
前
飛
鳥
期
か
ら
の
事
で
、
東
国

の
あ
る
部
分
を
除
け
ば
、
西
は
九
州
の
辺
土
も
、
あ
ぶ
な
い
敵
国
の
地
で
は

33



な
く
な
つ
た
。

併
し
、
地
方
官
や
、
臨
時
に
派
遣
せ
ら
れ
る
官
吏
た
ち
の
見
聞
が
、
直
に
彼

等
を
動
か
し
て
、
叙
景
詩
を
発
明
さ
せ
た
と
言
ふ
事
は
出
来
な
い
。
天
子
の

行
幸
も
段
々
か
な
り
遠
方
に
及
ぶ
様
に
な
つ
た
。
狩
り
場
に
仮
小
屋
を
構
へ

て
も
、
家
居
の
平
生
に
見
る
外
界
よ
り
は
、
刺
戟
の
新
な
も
の
が
あ
つ
た
。

「
家
な
る
妹
」
を
偲
ぶ
歌
ば
か
り
口
誦
し
て
居
ら
れ
な
い
様
に
、
徐
々
に
叙

景
の
機
運
が
向
い
て
来
た
。

其
又
妹
を
偲
ぶ
歌
も
、
実
は
純
粋
に
自
分
を
慰
め
る
為
の
も
の
で
は
な
か
つ

た
。
奈
良
朝
も
末
に
な
つ
て
、
お
の
れ
ま
づ
娯
し
む
歌
は
出
来
て
来
た
が
、

其
ま
で
は
皆
相
手
を
予
想
し
て
居
た
。
其
も
一
人
の
恋
人
を
対
象
と
し
た
様

な
作
物
は
、
後
世
の
惝
怳
家
の
空
想
に
よ
つ
て
、
万
葉
集
中
に
充
満
し
て
居
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る
様
に
思
は
れ
て
来
た
が
、
ほ
ん
と
う
は
大
抵
多
人
数
の
驚
異
を
め﹅
ど﹅
に
据

ゑ
た
、
叙
事
脈
の
抒
情
詩
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
旅
行
中
に
家
人
を
恋
し
が

つ
た
歌
の
多
く
は
、
同
行
の
旅
人
の
共
通
の
感
情
を
唆
る
処
に
立
ち
場
が
あ

つ
た
の
だ
。
其
等
の
歌
は
、
旅
の
う
た
げ
の
席
で
謡
は
れ
、
よ
く
人
々
の
涙

を
絞
つ
て
、
悲
劇
の
中
に
、
生
の
充
実
と
、
人
情
の
普
遍
を
感
得
し
て
、
寂

し
い
歓
び
を
味
ふ
の
と
似
た
慰
み
を
感
じ
さ
せ
れ
ば
、
其
歌
は
都
の
人
々
の

口
に
愛
誦
せ
ら
れ
る
様
に
な
る
。
現
に
万
葉
集
の
覊
旅
歌
や
相
聞
の
部
に
収

め
た
も
の
ゝ
あ
る
部
分
は
、
さ
う
言
つ
た
道
筋
を
通
つ
て
、
世
の
記
憶
や
、

記
録
の
上
に
、
簡
単
な
が
ら
あ
る
生
活
の
俤
を
留
め
た
の
で
あ
る
。

一
体
、
旅
の
う
た
げ
は
ど
う
言
ふ
時
に
行
は
れ
た
か
。
私
は
、
古
代
の
遺
風

と
し
て
、
後
飛
鳥
期
に
入
つ
て
も
、
新
室
の
ほ
か
ひ
は
厳
重
に
行
は
れ
、
た
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と
ひ
一
泊
す
る
に
し
て
も
、
新
し
く
小
屋
を
か
け
れ
ば
、
寿
詞
を
唱
へ
な
け

れ
ば
、
安
心
し
て
そ
こ
に
仮
寝
の
夢
を
見
る
気
に
は
な
れ
な
か
つ
た
も
の
と

信
じ
る
。
人
家
に
宿
る
場
合
は
屋
敷
を
踏
み
鎮
め
、
祓
へ
を
行
ふ
事
に
よ
つ

て
安
ら
か
に
居
つ
く
事
が
出
来
、
山
野
海
岸
に
仮
廬
を
作
つ
た
場
合
は
、
必
、

新
室
の
ほ
か
ひ
を
し
た
。
さ
う
し
て 

直  

会 

ナ
ホ
ラ
ヒ

な
る
新
室
の
う
た
げ
を
行
う
た

事
と
考
へ
る
の
が
、
間
違
ひ
と
は
思
は
れ
な
い
。

私
も
以
前
は
、
旅
の
途
す
が
ら
、
海
原
を
見
霽はら
し
、
美
し
い
花
野
の
展
け
て

居
る
場
処
に
来
た
旅
人
た
ち
が
、
景
色
に
う
た
れ
て
、
歌
を
詠
じ
た
も
の
と

考
へ
て
居
た
。
併
し
其
は
単
な
る
空
想
で
あ
つ
た
。
仮
小
屋
で
も
、
新
室
は

新
室
で
あ
る
。
う
た
げ
の
場
処
で
、
即
興
に
頓
才
を
競
ふ
心
持
ち
を
持
つ
た

人
々
が
、
四
顧
の
風
景
の
優
れ
た
小
屋
に
居
て
、
謡
ひ
上
げ
る
歌
は
、
段
々
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其
景
を
叙
す
る
こ
と
に
濃
か
に
働
い
て
来
る
。
景
を
以
て
情
を
抒
べ
る
方
便

に
ば
か
り
は
、
使
つ
て
居
ら
れ
な
く
な
つ
て
来
た
。

　
　
　
　
　
六

其
に
一
つ
は
、
漢
魏
以
後
の
支
那
文
学
の
影
響
が
、
帰
化
し
た
学
者
・
僧
侶

や
、
留
学
帰
朝
者
な
ど
か
ら
、
直
接
に
授
け
ら
れ
た
時
代
で
あ
る
。
我
々
が

考
へ
る
平
安
朝
初
期
、
嵯
峨
天
皇
を
中
心
と
し
た
漢
文
学
の
盛
況
と
比
べ
て
、

文
章
に
於
て
こ
そ
、
発
想
の
自
由
を
欠
い
た
痕
が
見
ゆ
れ
、
学
問
と
し
て
は
、

容
易
に
優
劣
を
き
め
る
事
も
出
来
ぬ
ほ
ど
に
進
ん
で
居
は
せ
な
か
つ
た
か
と

考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
書
物
に
し
て
も
、
学
者
の
文
庫
に
存
在
を
晦
ま
し
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て
居
た
に
し
て
も
、
日
本
見
在
書
目
録
・
本
朝
書
籍
目
録
な
ど
の
筆
者
の
、

聞
き
も
見
も
し
な
か
つ
た
物
さ
へ
渡
来
し
て
居
た
ら
う
事
は
、
空
想
で
な
い

証
拠
が
、
ぼ
つ
／
″
＼
な
が
ら
挙
つ
て
来
て
居
る
。
有
識
有
位
の
階
級
に
は
、

見
て
く
れ
や
物
ず
き
か
ら
も
、
第
試
の
必
要
か
ら
も
、
普
通
知
識
の
嚢
と
見

な
さ
れ
た
書
物
は
読
ま
れ
た
。
併
し
奈
良
朝
或
は
其
以
前
か
ら
、
日
本
人
の

文
学
ず
き
で
、
硬
い
学
問
を
疎
に
し
た
ら
う
形
跡
は
見
え
て
居
る
。
其
が
平

安
朝
に
な
る
と
、
目
に
見
え
て
激
し
く
な
り
、
官
吏
登
庸
試
験
も
課
目
が
替

り
、
学
吏
の
向
ふ
専
門
の
道
々
す
ら
も
、
堅
い
方
面
は
廃
止
に
な
つ
て
了
う

た
。

晋
書
張
文
成
の
列
伝
に
、
朝
鮮
・
日
本
の
旅
客
が
、
張
文
成
の
門
に
到
つ
て
、

片
紙
で
も
貰
ひ
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
多
い
事
を
記
し
て
居
る
。
今
ま
で
、
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一
言
半
句
も
、
文
章
を
生
む
苦
し
み
を
経
験
せ
な
い
、
永
い
祖
先
以
来
の
生

活
の
後
、
俄には
か
に
漢
文
学
を
模
倣
し
て
書
く
だ
け
の
能
力
は
、
社
会
的
に
ま

だ
熟
し
て
も
居
な
い
。
ま
だ
〳
〵
懐
風
藻
に
残
つ
た
作
物
が
、
文
学
の
才
能

の
宿
命
と
し
て
欠
け
て
居
る
民
族
で
も
な
か
つ
た
事
を
喜
ば
せ
る
に
十
分
で

あ
る
。
ま
づ
入
り
易
い
の
は
、
散
文
よ
り
も
、
詩
な
り
賦
な
り
の
韻
律
を
持

ち
、
形
式
の
束
縛
さ
へ
甘
受
す
れ
ば
、
と
も
か
く
も
形
だ
け
は
整
へ
る
事
の

出
来
る
文
体
に
赴
く
の
が
、
初
学
者
の
択
ぶ
普
通
の
道
で
も
あ
り
、
又
社
会

か
ら
見
て
も
、
律
文
に
は
あ
る
自
在
を
持
つ
て
居
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
懐

風
藻
類
似
の
文
集
が
幾
つ
出
て
来
て
も
、
多
く
は
詩
賦
を
以
て
埋
め
ら
れ
て

居
る
こ
と
だ
ら
う
。
拠
り
処
の
な
い
漢
語
の
散
文
は
、
帰
化
人
の
子
孫
で
も

な
け
れ
ば
、
思
ふ
様
に
意
思
を
表
す
事
す
ら
、
む
つ
か
し
か
つ
た
ら
う
と
考
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へ
る
。

け
れ
ど
も
読
む
方
と
知
得
す
る
事
に
は
相
当
な
発
達
を
し
て
ゐ
た
事
と
思
は

れ
る
。
手
に
入
れ
易
い
書
物
の
影
響
は
勿
論
、
後
世
伝
は
ら
な
い
文
学
書
の

感
化
さ
へ
見
え
て
居
て
、
そ
れ
が
万
葉
集
に
も
現
れ
て
居
る
の
で
あ
る
。
私

は
人
麻
呂
が
支
那
の
詩
の
影
響
を
受
け
て
、
対
句
・
畳
句
其
他
の
修
辞
法
を

応
用
し
た
と
い
ふ
様
な
考
へ
は
、
も
う
旧
説
と
し
て
棄
て
ゝ
も
よ
い
と
思
う

て
居
る
。
社
会
の
持
つ
響
き
を
感
じ
て
、
そ
れ
か
ら
来
る
漢
文
学
的
影
響
位

は
出
し
た
か
も
知
れ
ぬ
が
、
漢
学
の
素
養
が
あ
つ
て
、
あ
の
詩
形
が
出
来
た

な
ど
言
ふ
の
は
、
古
代
か
ら
の
歌
謡
の
発
生
の
道
筋
に
晦くら
い
人
で
あ
る
。
文

学
が
宗
教
意
識
に
随
伴
し
て
生
れ
る
た
め
、
変
態
心
理
を
寓
し
た
形
式
の
上

の
相
似
形
を
、
支
那
特
殊
の
発
生
と
信
じ
て
居
る
様
な
考
へ
方
は
、
今
で
は
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何
の
権
威
も
な
く
な
つ
て
居
る
。
人
麻
呂
に
は
見
ら
れ
ぬ
影
響
も
、
官
吏
の

日
本
の
詞
曲
を
喜
ぶ
も
の
に
は
、
あ
る
俤
を
其
作
つ
た
歌
の
上
に
寓
し
た
こ

と
は
、
疑
は
れ
な
い
と
思
ふ
。

　
　
　
　
　
七

支
那
の
宮
廷
文
学
に
著
し
い
の
は
、
荘
重
を
尊
ぶ
傾
向
と
、
と
も
す
れ
ば
淫

靡
に
堕
せ
む
と
す
る
享
楽
態
度
と
で
あ
る
。
民
間
の
説
話
な
る
小
説
に
は
、

唐
以
前
に
淫
楽
と
華
美
と
が
現
れ
過
ぎ
る
程
に
見
え
て
ゐ
る
が
、
宮
廷
や
貴

族
の
文
学
の
公
表
す
る
意
図
を
以
つ
て
書
い
た
も
の
に
す
ら
、
其
が
見
え
る
。

性
と
恋
愛
と
の
方
面
は
、
日
本
の
奈
良
朝
盛
時
の
抒
情
詩
に
絡
ん
で
来
る
の
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で
あ
る
か
ら
、
今
は
言
は
ぬ
。

我
が
国
の
う
た
げ
と
似
て
、
宴
遊
を
頌
し
、
宮
殿
・
園
林
を
讃
す
る
何
層
倍

も
大
じ
か
け
で
あ
る
方
面
は
、
有
識
の
官
吏
に
響
い
た
。
風
俗
を
模
す
る
以

外
に
、
文
学
の
側
に
も
、
多
少
の
投
影
が
意
識
無
意
識
に
拘
ら
ず
、
覊
旅
の

う
た
げ
や
、
離
宮
や
、
遠
国
へ
の
行
幸
の
際
の
宴
席
の
即
興
歌
の
上
に
現
れ

ず
に
は
居
な
か
つ
た
。

日
本
人
固
有
の
表
現
法
か
ら
し
て
、
外
界
を
描
写
す
る
態
度
の
、
そ
ろ
〳
〵

発
生
し
て
来
た
も
の
が
、
宴
歌
殊
に
旅
の
新
室
の
宴
席
の
当
座
詠
に
よ
つ
て
、

愈
い
よ
い
よ正
式
な
叙
景
の
姿
を
と
り
は
じ
め
た
と
こ
ろ
へ
、
多
少
支
那
の
宮
廷
文
学

の
匂
ひ
が
、
此
に
か
ゝ
つ
て
来
た
。
其
為
、
叙
景
詩
は
藤
原
都
の
時
代
に
は
、

既
に
意
識
に
上
つ
て
来
て
居
た
。
さ
う
し
て
抒
情
詩
が
、
容
易
に
か
け
あ
ひ
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・
頓
才
・
感
情
誇
張
・
劇
的
刺
戟
を
去
る
事
の
出
来
な
い
で
居
る
間
に
、
人

麻
呂
の
大
才
を
以
て
し
て
も
、
純
恋
愛
詩
・
抒
情
詩
の
本
格
を
握
る
こ
と
の

出
来
な
か
つ
た
間
に
、
既
に
ま
づ
高
市
黒
人
の
観
照
態
度
を
具
備
し
た
叙
景

詩
が
生
れ
た
。
さ
う
し
て
、
直
に
続
い
て
、
山
部
赤
人
が
現
れ
て
、
叙
景
詩

の
本
式
な
も
の
を
示
し
て
居
る
。

柿
本
人
麻
呂
も
既
に
、
次
の
時
代
の
暗
示
者
た
る
才
能
の
上
か
ら
、
意
識
は

し
な
か
つ
た
ら
う
け
れ
ど
も
、
宴
歌
又
は
旅
の
歌
に
、
叙
景
の
真
髄
を
把
握

し
た
も
の
を
作
つ
て
居
た
。
唯
意
識
の
有
無
を
文
学
の
価
値
判
断
に
置
く
時

は
、
人
麻
呂
は
ま
だ
渾
沌
時
代
に
あ
つ
て
、
大
き
な
価
値
を
つ
け
る
訣
に
は

行
か
な
い
。

唯
言
ふ
べ
き
は
、
離
宮
行
幸
が
、
全
く
支
那
の
宮
廷
生
活
を
模
し
た
宴
遊
で

43



あ
つ
た
事
だ
。
持
統
天
皇
の
如
き
は
、
如
何
に
半
日
も
か
ゝ
ら
な
い
道
の
り

と
は
言
へ
、
吉
野
の
宮
へ
は
、
日
本
紀
に
載
せ
た
ゞ
け
で
も
、
驚
く
程
し
つ

き
り
な
く
出
か
け
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
都
か
ら
や
つ
と
半
み
ち
の
飛
鳥
の
神

丘
へ
行
か
れ
た
時
も
、
人
麻
呂
は
帝
王
を
頌
す
る
支
那
文
学
模
倣
と
も
言
へ

ば
言
は
れ
さ
う
な
歌
を
、
こ
と
／
″
＼
し
く
作
つ
て
ゐ
る
。

宴
遊
の
中
、
日
が
へ
り
の
旅
に
も
、
行
つ
た
先
で
宴
歌
を
作
る
の
は
、
其
行

事
が
外
国
の
写
し
だ
け
に
、
歌
詞
も
支
那
を
学
ん
で
、
小
屋
を
さ
へ
造
ら
ぬ

に
か
ゝ
は
ら
ず
、
宴
歌
が
や
は
り
歌
は
れ
る
事
に
な
つ
た
の
だ
。
つ
ま
り
、

日
本
の
遠
来
神
を
迎
へ
た
式
が
賓
客
歓
待
の
風
に
変
つ
て
も
、
古
義
だ
け
は

残
つ
て
居
た
の
を
、
す
つ
か
り
変
へ
て
、
新
し
い
宴
会
の
様
式
が
は
じ
め
ら

れ
た
事
に
な
る
。
此
が
日
本
の
う
た
げ
の
中
途
の
暫
ら
く
の
気
ま
ぐ
れ
な
変
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化
で
、
後
に
は
又
元
の
方
法
に
近
く
戻
つ
て
来
た
様
で
あ
る
。
で
も
其
間
に

や
は
り
、
古
い
意
義
を
存
し
て
、
天
子
外
出
の
時
の
方
法
と
し
て
の
警
蹕
・

 

反  
閇 

ヘ
ン
バ
イ

の
形
を
、
少
し
く
大
き
く
し
て
、
新
室
ほ
か
ひ
の
な
い
宴
遊
を
し
た

も
の
と
考
へ
ら
れ
ぬ
で
も
な
い
。

　
　
　
　
　
八

日
本
に
於
て
、
最
危
い
支
那
化
の
熱
の
昂
ま
つ
て
ゐ
た
の
は
、
飛
鳥
時
代
の

前
後
を
通
じ
て
の
事
で
、
殊
に
末
に
行
く
程
激
し
さ
を
加
へ
た
。
中
途
に
調

和
者
の
姿
を
と
ら
れ
た
天
武
天
皇
も
、
実
は
や
は
り
時
代
病
か
ら
超
越
出
来

な
か
つ
た
。
唯
其
が
内
面
に
向
う
て
行
つ
た
為
に
、
反
動
運
動
者
に
は
歓
ば
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れ
、
世
間
の
文
化
も
実
際
に
高
ま
つ
て
来
た
。
だ
か
ら
、
此
天
子
の
世
の
文

化
施
設
の
細
や
か
な
所
ま
で
、
手
の
届
い
て
居
る
事
も
、
基
く
所
を
思
は
せ

て
、
有
効
で
あ
り
さ
う
な
事
に
、
着
実
な
方
針
が
秩
序
立
つ
て
現
れ
て
居
る
。

藤
原
の
都
は
、
国
力
の
充
実
せ
ぬ
の
に
、
先
進
国
か
ら
見
く
び
ら
れ
ま
い
と

努
め
る
表
向
き
の
繕
ひ
や
、
文
化
の
敷
き
写
し
に
力
を
籠
め
て
ゐ
た
時
で
あ

る
。
而
も
、
今
ま
で
の
粗
野
で
、
寂
し
い
、
狭
い
量
見
を
持
ち
合
う
て
ゐ
た

世
間
観
が
改
ま
つ
て
、
急
に
明
る
み
へ
出
た
様
に
、
民
族
性
が
は
な
や
か
に

張
つ
て
来
て
、
広
い
心
を
持
つ
て
、
強
く
歩
く
事
を
知
つ
て
来
た
時
の
様
で

あ
る
。
時
代
の
中
心
勢
力
は
空
疎
な
概
念
で
働
い
て
居
て
も
、
は
で
や
か
な

時
代
の
流
れ
が
世
間
を
浮
き
立
た
せ
て
、
快
活
な
生
を
味
は
し
め
、
社
会
の

底
に
自
信
力
を
動
き
出
さ
し
め
る
。
此
は
、
秀
吉
在
世
当
時
を
見
て
も
、
綱
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吉
在
世
の
時
代
を
見
て
も
、
明
ら
か
な
事
で
あ
る
。
う
は
つ
い
た
時
代
だ
か

ら
と
言
う
て
、
国
民
生
活
が
悪
く
傾
く
と
は
言
は
れ
な
い
。
却
つ
て
小
さ
な

善
悪
を
の
り
超
え
た
、
張
り
充
ち
た
社
会
意
力
が
出
て
来
る
事
が
多
い
の
で

あ
る
。
民
族
な
り
、
国
民
な
り
の
側
か
ら
見
れ
ば
、
讃
美
し
て
よ
い
時
勢
だ

と
言
へ
る
。
だ
か
ら
、
持
統
天
皇
及
び
其
周
囲
の
豪
華
な
生
活
が
、
俄
か
に
、

国
の
生
活
に
張
り
合
ひ
を
感
じ
さ
せ
、
案
外
に
良
い
結
果
が
来
た
。
大
抵
、

さ
う
し
た
場
合
、
一
等
其
利
益
を
受
け
る
の
は
芸
術
で
あ
る
。
此
時
期
に
、

人
麻
呂
が
出
た
の
も
不
思
議
は
な
い
。
で
も
、
其
時
勢
を
、
す
ぐ
に
明
治
の

鹿
鳴
館
が
象
徴
し
た
世
相
と
一
つ
に
見
て
は
な
ら
ぬ
。

古
代
か
ら
の
社
会
組
織
は
、
既
に
天
智
・
天
武
の
御
宇
の
剛
柔
二
様
の
努
力

で
、
ほ
ゞ
邑
落
生
活
の
小
国
の
観
念
が
、
郡
制
の
下
に
国
家
意
識
に
改
ま
り
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か
け
て
来
た
し
、
小
国
の
君
主
た
る
国
造
は
、
郡
領
と
し
て
官
吏
の
列
に
加

へ
ら
れ
、
国
造
が
兼
ね
て
持
つ
て
ゐ
た
教
権
は
政
権
と
取
り
離
さ
れ
、
国
家

生
活
の
精
神
の
弘
通
を
妨
げ
る
邑
落
時
代
か
ら
の
信
仰
は
、
宮
廷
の
宗
教
に

統
一
せ
ら
れ
よ
う
と
い
ふ
意
図
の
下
に
、
国
造
近
親
の
処
女
は
采
女
と
し
て

宮
廷
に
徴
さ
れ
て
、
其
信
仰
儀
礼
に
馴
ら
さ
れ
た
。
全
体
と
し
て
見
れ
ば
、

新
し
く
目
を
あ
い
た
宮
廷
生
活
が
、
豪
華
な
気
分
に
充
ち
て
ゐ
た
の
は
、
道

理
で
も
あ
り
、
よ
い
事
で
も
あ
つ
た
。
支
那
模
倣
も
、
よ
い
側
か
ら
見
れ
ば
、

新
し
い
国
家
意
識
を
叩
き
覚
ま
す
為
の
、
内
国
へ
対
し
て
の
示
威
と
も
な
つ

て
居
た
。

此
時
勢
に
、
人
麻
呂
は
恐
ら
く
大
和
の
国
の 
添  

上 
ソ
フ
ガ
ミ

の
柿
本
に
出
た
こ
と
ゝ

思
は
れ
る
。
彼
が
宮
廷
詩
人
と
し
て
、
宮
廷
の
人
々
の
意
志
を
代
表
し
、
皇
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族
の
儀
式
の
為
の
詞
曲
を
委
託
せ
ら
れ
て
製
作
し
た
痕
は
、
此
人
の
作
と
伝

へ
ら
れ
る
万
葉
集
の
多
く
の
歌
に
現
れ
て
ゐ
る
。
作
者
自
身
の
感
激
を
叫
び

あ
げ
た
に
し
て
は
、
技
巧
の
上
に
新
味
は
出
し
て
居
て
も
、
結
局
類
型
を
脱

せ
な
い
も
の
が
多
い
。
吉
野
の
離
宮
の
行
幸
に
従
う
て
詠
じ
た
歌
や
、
近
江

の
旧
都
を
過
ぎ
た
時
の
感
動
を
謡
う
た
歌
の
類
の
、
伝
習
的
に
高
い
値
を
打

た
れ
た
物
の
多
く
が
、
大
抵
は
、
作
者
独
自
の
心
の
動
き
と
見
る
よ
り
も
、

宮
廷
人
の
群
衆
に
普
遍
す
る
様
な
安
易
な
讃
美
で
あ
り
、
悲
歎
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
人
麻
呂
は
、
様
式
か
ら
云
へ
ば
、
古
来
の
修
辞
法
を
極
端
に
発
展

さ
せ
て
、
斬
新
な
印
象
を
音
律
か
ら
導
き
出
し
て
来
る
事
に
成
功
し
た
。
譬

喩
や
、
枕
詞
・
序
歌
の
上
に
も
、
最
近
の
流
行
と
な
つ
て
ゐ
る
も
の
を
敏
感

に
拾
ひ
上
げ
て
、
其
を
更
に
洗
ひ
上
げ
て
見
せ
た
。
形
の
上
で
言
へ
ば
、
後
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飛
鳥
期
の
生
き
生
き
し
た
客
観
力
の
あ
る
譬
喩
法
を
利
用
し
て
、
新
ら
し
い

幾
多
の
長
短
の
詞
曲
を
、
提
供
し
た
。
同
時
に
生
を
享
け
た
人
々
は
、
其
歌

垣
の
か
け
あ
ひ
に
も
、
或
は
宴
席
の
即
興
に
も
類
型
を
追
ふ
ば
か
り
で
あ
つ

た
。
才
に
餓
ゑ
、
智
に
か
つ
ゑ
、
情
味
に
渇
い
て
居
た
時
代
の
仰
望
は
、
待

ち
設
け
た
以
上
に
満
さ
れ
た
で
あ
ら
う
。

天
才
の
飛
躍
性
は
、
後
世
の
芸
論
に
合
ふ
合
は
ぬ
よ
り
は
、
ま
づ
先
代
か
ら

当
代
に
亘
つ
て
、
社
会
の
行
く
て
に
仄
め
く
暗
示
を
掴
む
こ
と
で
あ
り
、
或

は
又
新
ら
し
い
暗
示
を
世
の
中
に
問
題
と
し
て
残
す
力
を
言
ふ
の
で
あ
る
。

人
麻
呂
は
其
を
し
た
。
あ
る
点
、
後
生
が
育
て
る
筈
の
芽
・
枝
ま
で
も
、
自

分
で
伸
ば
し
、
同
時
に
摘
み
枯
ら
し
た
傾
き
が
あ
る
。
だ
か
ら
長
歌
は
、
厳

格
な
鑑
賞
の
上
か
ら
言
へ
ば
、
人
麻
呂
で
完
成
し
、
同
時
に
其
生
命
を
奪
は
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れ
た
。

奈
良
の
詞
人
の
才
能
は
、
短
歌
に
向
う
て
ば
か
り
、
益
伸
び
て
行
つ
た
。
長

歌
は
真
の
残
骸
で
あ
る
。
赤
人
に
し
て
も
、
其
短
詩
形
に
於
て
表
し
て
居
る

能
力
は
、
長
歌
に
向
う
て
は
、
影
を
潜
め
て
し
ま
つ
た
様
に
見
え
る
。
新
ら

し
く
完
成
せ
ら
れ
た
小
曲
に
対
し
て
集
中
す
る
求
心
的
感
動
の
激
し
さ
、
其

で
居
て
観
照
を
感
情
に
移
す
の
に
毫
も
姿
を
崩
さ
な
い
、
静
か
な
而
も
ね
ば

り
強
い
把
握
力
の
大
き
さ
に
は
、
驚
か
さ
れ
る
。
其
赤
人
の
長
歌
が
、
富
士

の
歌
と
言
ひ
、
飛
鳥
神
南
備
の
歌
と
言
ひ
、
弛
緩
し
た
心
を
見
せ
て
居
る
に

過
ぎ
な
い
。
そ
れ
に
短
篇
に
段
々
傾
い
て
行
つ
て
居
る
の
も
、
気
分
が
長
詞

曲
に
は
そ
ぐ
は
な
く
な
つ
た
こ
と
を
見
せ
て
居
る
。
奈
良
朝
も
、
後
に
な
る

ほ
ど
、
長
歌
の
製
作
力
が
、
世
間
全
体
に
な
く
な
つ
て
来
る
。
憶
良
の
長
歌
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の
如
き
も
、
知
識
と
概
念
と
の
、
律
動
の
伴
は
ぬ
羅
列
だ
。
一
貫
す
る
生
命

力
を
感
受
す
る
事
の
出
来
ぬ
生
ぬ
る
い
拍
子
に
よ
ろ
け
て
居
る
様
に
見
え
る
。

特
に
憶
良
の
歌
に
著
し
く
所
謂
延
言
の
多
く
用
ゐ
ら
れ
た
の
は
、
音
脚
に
合

せ
る
為
で
、
此
点
か
ら
見
て
も
長
歌
は
、
奈
良
初
期
に
既
に
生
命
を
失
ひ
、

中
期
に
は
、
残
骸
と
な
つ
て
居
た
事
が
知
れ
る
。
高
橋
虫
麻
呂
の
長
歌
の
如

き
も
、
か
な
り
の
長
篇
は
あ
つ
て
も
、
皆
、
叙
事
詩
の
題
材
を
、
実
際
叙
事

的
に
生
ぬ
る
く
叙
述
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
だ
か
ら
末
期
の
家
持
等
に
な
る
と
、

昔
を
憧
れ
る
心
か
ら
、
人
麻
呂
の
筆
法
を
な
ぞ
つ
て
も
、
勿
論
古
風
な
荘
重

味
は
、
か
け
て
も
見
出
さ
れ
な
い
。

柿
本
人
麻
呂
の
作
と
伝
へ
る
歌
に
は
、
宮
廷
詩
人
（
大
歌
作
り
）
と
し
て
職

業
意
識
か
ら
、
さ
う
し
て
ま
だ
個
性
を
表
現
す
る
ま
で
に
到
ら
な
か
つ
た
時
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代
の
是
非
な
さ
、
類
型
に
堕
ち
た
代
作
物
が
う﹅
ん﹅
と
し
て
は
な
ら
ぬ
。
又
、

其
か
ら
人
麻
呂
の
伝
ら
ぬ
伝
記
の
資
料
を
と
り
出
す
に
は
、
大
変
な
注
意
が

い
る
。
人
麻
呂
の
作
と
せ
ら
れ
て
居
な
い
も
の
で
、
人
麻
呂
に
代
作
を
依
頼

し
た
人
、
又
は
其
を
謡
う
た
人
々
の
作
物
の
様
に
思
ひ
做
さ
れ
て
来
り
、
前

書
き
も
其
人
々
の
作
と
し
て
出
さ
れ
た
も
の
も
沢
山
あ
る
。

人
麻
呂
が
天
武
持
統
の
皇
子
た
ち
の
舍
人
で
あ
つ
た
証
拠
と
し
て
挙
げ
ら
れ

て
ゐ
る
三
四
種
の
歌
な
ど
は
、
実
は
舍
人
等
の
合
唱
す
べ
き
挽
歌
と
し
て
、

人
麻
呂
が
自
身
の
内
に
な
い
空
想
か
ら
作
り
上
げ
た
も
の
で
あ
る
。
従
つ
て

実
感
の
出
よ
う
は
ず
は
な
い
。
芸
術
意
識
を
持
ち
始
め
て
か
ら
、
久
し
い
年

月
を
経
た
後
世
の
社
会
な
ら
、
天
才
の
直
観
力
で
、
他
人
の
体
験
に
迫
つ
て

行
く
事
も
出
来
よ
う
。
が
、
ま
だ
芸
術
意
識
の
尠
し
も
な
い
応
用
的
な
言
語
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の
羅
列
か
ら
、
自
身
の
意
力
で
、
半
ば
芸
術
に
歩
み
よ
せ
た
程
の
人
麻
呂
で

あ
つ
た
。
様
式
の
美
　
　
あ
る
条
件
を
つ
け
て
の
声
調
の
快
さ
だ
け
で
も
、

人
麻
呂
の
手
柄
が
、
紫
式
部
・
西
鶴
・
近
松
・
芭
蕉
の
立
派
な
作
品
よ
り
も
、

高
く
値
打
ち
を
つ
け
て
も
、
異
存
を
挟
む
事
は
出
来
ま
い
。

人
麻
呂
の
長
歌
　
　
代
作
と
推
定
せ
ら
れ
る
も
の
で
も
　
　
に
つ
い
た
反
歌

は
、
長
歌
其
も
の
よ
り
、
い
つ
も
遥
か
に
優
れ
て
居
て
、
さ
す
が
に
天
才
の

同
化
力
・
直
観
力
に
思
ひ
到
ら
さ
れ
る
物
が
多
い
。
人
麻
呂
を
悲
劇
の
主
人

公
と
考
へ
た
が
る
人
が
多
い
。
だ
が
、
人
麻
呂
は
、
た
と
ひ
其
が
、
実
感
に

充
ち
た
体
験
の
具
現
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
つ
た
場
合
に
も
、
底
の
気
分
は
、

語
の
悲
し
さ
に
沈
ま
な
い
で
、
ゆ
つ
た
り
と
し
て
ゐ
る
。
此
は
人
麻
呂
の
宮

廷
詩
人
と
し
て
の
鍛
錬
か
ら
来
た
と
も
考
へ
ら
れ
る
。
だ
が
、
逆
に
個
性
の
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出
る
せ
つ
ぱ
つ
ま
つ
た
心
持
ち
に
到
ら
な
い
場
合
に
は
、
類
型
の
思
想
と
、

技
巧
の
古
風
で
堂
々
と
し
た
、
そ
し
て
若
干
の
新
流
行
を
も
織
り
こ
ん
だ
、

様
式
の
美
し
さ
を
以
て
塗
り
つ
ぶ
し
て
来
た
常
習
が
、
個
性
の
表
現
を
鈍
ら

せ
、
感
激
を
枉ま
げ
て
了
ふ
の
で
あ
る
。
芸
術
意
識
が
現
れ
て
居
た
と
し
た
ら
、

も
つ
と
つ
ゝ
こ
ん
だ
心
境
を
見
せ
た
で
あ
ら
う
と
言
ふ
非
難
も
出
さ
う
で
あ

る
。
併
し
つ
き
つ
め
た
情
熱
に
、
止
む
に
や
ま
れ
ず
あ
げ
た
叫
び
と
思
は
れ

て
来
、
或
は
又
万
葉
び
と
の
素
朴
な
、
烈
し
く
愛
し
、
深
く
悲
し
む
事
の
出

来
た
心
の
印
鑰
オ
シ
テ
と
し
て
、
伝
習
的
に
讃
美
の
語
を
素
人
・
く﹅
ろ﹅
う﹅
と﹅
か
ら
受

け
て
来
た
歌
の
大
方
は
、
大
抵
は
叙
事
脈
に
属
す
る
謡
ひ
物
で
、
誇
張
の
多

い
表
現
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

東
歌
の
如
き
も
、
又
誰
に
も
素
朴
な
物
と
言
ふ
予
期
を
以
て
向
は
せ
る
民
謡
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（
小
唄
）
集
で
も
、
窮
境
に
居
て
発
し
た
情
熱
と
見
え
る
の
は
、
実
は
叙
事

詩
の
類
型
に
入
つ
た
、
性
愛
の
や
る
せ
な
さ
を
ま
ぎ
ら
は
す
為
に
、
口
ず
さ

み
〳
〵
し
た
劇
的
構
造
の
ま
じ
つ
た
空
想
歌
に
過
ぎ
な
い
も
の
が
多
い
。
作

者
の
歌
を
作
つ
た
境
涯
を
歌
か
ら
想
像
し
て
見
る
と
、
其
叫
び
の
洩
れ
る
は

ず
の
な
い
物
が
多
い
。
其
多
く
製
作
せ
ら
れ
る
場
所
は
、
歌
垣
の
庭
の
頓
才

問
答
・
誇
張
表
現
・
性
欲
か
ら
来
る
詭
計
・
あ﹅
げ﹅
あ﹅
し﹅
と﹅
り﹅
な
ど
が
、
実
感

を
超
越
し
て
、
一
見
激
越
し
た
情
熱
に
う
た
れ
る
様
な
物
を
生
み
出
さ
せ
た

の
で
あ
る
。
尤
、
さ
う
し
た
物
の
出
来
る
の
も
、
社
会
の
底
の
生
活
力
が
、

荒
く
て
、
強
か
つ
た
時
勢
の
現
れ
と
言
ふ
点
だ
け
に
、
尚
古
家
の
予
期
す
る

万
葉
人
の
強
い
生
命
を
認
め
る
事
は
出
来
る
。
た
ゞ
さ
う
し
た
成
立
に
伴
ふ

表
現
法
は
、
古
代
芸
術
に
関
し
た
鑑
賞
法
を
、
根
柢
か
ら
換
へ
て
見
ね
ば
な
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ら
な
い
事
を
思
は
せ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
九

人
麻
呂
の
作
物
に
静
か
で
細
か
い
心
境
の
み
が
見
え
る
の
は
、
人
麻
呂
が
時

流
を
遥
か
に
抜
け
出
て
、
奈
良
末
期
の
家
持
の
短
歌
に
現
れ
た
心
境
に
接
続

し
て
ゐ
る
処
で
あ
る
。
其
程
其
点
で
も
、
知
ら
ず
識
ら
ず
に
も
、
長
い
将
来

に
対
し
て
、
手
が
届
い
て
ゐ
た
事
を
示
し
て
ゐ
る
。
人
麻
呂
の
達
し
た
此
心

境
は
、
客
観
態
度
が
完
成
し
か
け
て
来
た
為
だ
、
と
思
ふ
の
が
正
し
い
で
あ

ら
う
。
此
静
か
な
方
面
を
更
に
展
開
し
た
の
は
、
高
市
黒
人
で
あ
る
。
近
江

の
旧
都
を
過
ぎ
る
歌
に
し
て
も
、
人
麻
呂
の
も
短
歌
は
優
れ
て
居
る
が
、
黒
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人
の
歌
の
静
か
に
自
分
の
心
を
見
て
ゐ
る
の
に
は
及
ば
な
い
。

　
　
漣
サ
ヽ
ナ
ミの
滋
賀
の
辛
崎
、
幸サキ
く
あ
れ
ど
、
大
宮
人
の
船
待
ち
か
ね
つ
（
人
麻

　
　
呂
　
　
万
葉
巻
一
）

　
　
漣
の
滋
賀
の 

大  

曲 
オ
ホ
ワ
ダ

、
澱ヨド
む
と
も
、
昔
の
人
に
復マタ
も
遭
は
め
や
も
（
同
）

　
　
　
　
古
の
人
に
我
あ
れ
や
、
漣
の
古
き
宮
処
ミ
ヤ
コ
を
見
れ
ば
　
悲
し
も
（
黒
人
　

　
　
　
万
葉
巻
一
）

　
　
漣
の
国クニ
つ
御
神
ミ
カ
ミ
の
心
荒
ウ
ラ
サ
び
て
、
荒
れ
た
る
宮
処
ミ
ヤ
コ
見
れ
ば
　
悲
し
も
（
同
）

　
　
黒
人
の
歌
は
、
伝
統
を
脱
し
た
考
へ
方
を
対
象
か
ら
抽
き
出
し
て
ゐ
る
。
後

の
方
は
叙
事
風
に
見
え
る
が
、
誰
も
ま
だ
歌
に
し
た
事
の
な
い
時
に
、
静
か

な
心
で
、
史
実
に
対
し
て
、
非
難
も
讃
美
も
顕
さ
な
い
で
、
歌
ひ
こ
な
し
て

居
る
。
没
主
観
の
芸
道
を
会
得
し
て
ゐ
た
様
で
あ
る
。
一
・
二
句
な
ど
は
、
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誇
張
や
、
事
実
の
興
味
に
踏
み
こ
み
易
い
処
を
平
気
で
述
べ
て
ゐ
る
。
主
観

を
没
し
た
様
な
表
現
で
、
而
も
底
に
湛
へ
た
抒
情
力
が
見
ら
れ
る
。
此
が
今

の
「
写
生
」
の
本
髄
で
あ
る
。

第
一
首
は
、
こ
れ
に
比
べ
る
と
調
子
づ
い
て
は
居
る
が
、
此
は
も
つ
と
強
い

感
動
だ
か
ら
で
あ
る
。
併
し
、
人
麻
呂
の
場
合
の
様
に
、
如
何
に
も
宴
歌
の

様
な
、
濶
達
な
調
子
で
、
荘
重
に
歌
ひ
上
げ
る
様
な
事
は
し
て
居
な
い
。
人

麻
呂
の
に
は
、
悲
し
み
よ
り
は
、
地
物
の
上
に
、
慰
安
詞
を
か
け
て
ゐ
る
様

な
処
が
見
え
る
の
は
、
滋
賀
の
旧
都
の
精
霊
の
心
を
な
だ
め
る
と
言
ふ
応
用

的
の
動
機
が
窺
は
れ
る
。
よ
い
方
に
属
す
る
歌
で
あ
る
が
、
調
子
と
心
境
と

そ
ぐ
は
な
い
処
が
あ
る
。

黒
人
は
静
か
に
自
身
の
悲
し
み
や
憧
れ
る
姿
を
見
て
居
た
人
で
あ
る
。
抒
情
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詩
人
と
し
て
は
う
つ
て
つ
け
の
素
質
で
あ
る
。
数
少
い
作
物
の
内
、
叙
景
詩

に
は
、
優
れ
た
写
生
力
を
見
せ
、
抒
情
詩
に
は
し
め
や
か
な
感
動
を
十
分
に

表
し
て
ゐ
る
。
さ
う
し
た
態
度
の
意
識
は
恐
ら
く
な
か
つ
た
ら
う
が
、
素
質

に
さ
う
し
た
心
境
に
入
り
易
い
純
良
で
、
沈
静
し
た
処
が
あ
つ
た
為
、
創
作

態
度
を
自
覚
し
た
時
代
に
入
る
に
、
第
一
要
件
だ
つ
た
観
照
力
が
自
ら
備
つ

て
居
た
の
で
あ
ら
う
。

　
　
何
処
イ
ヅ
ク
に
か
　
船
泊
て
す
ら
む
。
安ア
礼レ
崎
　
漕
ぎ
廻タ
み
行
き
し
枻タナ
な
し
小

　
　
舟
（
黒
人
　
　
万
葉
巻
一
）

夜
ふ
け
て
、
昼
見
た
唯
一
艘
の
丸
木
小
舟
の
ど
こ
か
の
港
で
船
が
ゝ
り
し
た

様
子
を
思
ひ
や
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
瞑
想
的
な
寂
け
さ
で
、
而
も
博
大
な

心
が
見
え
る
。
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黒
人
の
此
し﹅
な﹅
や﹅
か﹅
さ﹅
の
、
人
麻
呂
か
ら
来
て
ゐ
る
事
は
、
明
ら
か
で
あ
る
。

叙
事
詩
や
歌
垣
の
謡
や
、
ほ
か
ひ
人
の
流
布
し
て
歩
い
た
物
語
歌
の
断
篇
や

ら
、
騒
が
し
い
も
の
ば
か
り
の
中
に
、
ど
う
し
て
こ
ん
な
よ
い
心
境
が
、
歌

の
上
に
現
れ
た
の
で
あ
ら
う
。
此
は
、
恐
ら
く
、
悲
し
い
恋
に
沈
む
男
女
や
、

つ
れ
な
い
世
の
中
に
小
さ
く
な
つ
て
、
遠
国
に
露
命
を
繋
ぐ
貴
種
の
流
離
物

語
や
、
ま
す
ら
雄
と
い
ふ
意
識
に
生
き
る
、
純
で
、
素
直
な
貴
種
の
人
が
、

色
々
な
艱
難
を
経
た
果
が
報
い
ら
れ
ず
し
て
、
異
郷
で
死
ぬ
る
悲
し
い
事
蹟

な
ど
を
語
る
叙
事
詩
が
、
ほ
か
ひ
人
の
手
で
撒
き
散
ら
さ
れ
て
、
し
な
や
か

な
物
の
あ
は
れ
に
思
ひ
し
む
心
を
展
開
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
其
が
様
式
の
上

に
は
、
豊
か
な
語
彙
を
齎
も
た
らし
、
内
容
の
方
面
で
は
、
し
な
や
か
で
弾
力
の
あ

る
言
語
情
調
を
、
発
生
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
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印
南
野

イ
ナ
ミ
ヌ

も
行
き
過
ぎ
不
敢
カ
テ
ニ
思
へ
れ
ば
、
心
恋コホ
し
き
加カ
古コ
の
川
口
ミ
ナ
ト
見
ゆ

　
　
（
人
麻
呂
　
　
万
葉
巻
三
）

　
　
笹
の
葉
は
み
山
も
さ
や
に
騒サヤ
げ
ど
も
、
我
は
妹
思
ふ
。
別
れ
来
ぬ
れ
ば

　
　
（
同
　
　
万
葉
巻
二
）

内
外
の
現
象
生
活
が
ぴ
つ
た
り
相
叶
う
て
ゐ
る
。
日
本
の
短
歌
に
宿
命
的
の

抒
情
味
の
失
せ
な
い
の
は
、
人
麻
呂
が
こ
ん
な
手
本
を
沢
山
に
残
し
た
か
ら

で
あ
る
。
長
歌
の
方
で
は
、
完
全
に
叙
景
と
抒
情
と
が
一
つ
に
融
け
あ
つ
て

ゐ
る
の
は
尠
い
。
ま
づ
巻
二
の
挽
歌
の
中
に
あ
る
、
通
ひ
慣
れ
た
軽カル
の
村
の

愛
人
が
死
ん
だ
の
を
悲
し
ん
だ
歌
な
ど
を
第
一
に
推
す
べ
き
で
あ
ら
う
。
つ

ま
り
よ
い
歌
に
な
る
と
、
人
麻
呂
の
も
黒
人
の
も
、
情
景
が
融
合
し
て
、
景

が
情
を
象
徴
す
る
ば
か
り
か
、
情
が
景
の
核
心
を
象
徴
し
て
ゐ
る
様
に
見
え
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る
の
で
あ
る
。

　
　
も
み
ぢ
葉
の
散
り
行
く
な
べ
に
、
た
ま
づ
さ
の
使
を
見
れ
ば
、
会
ひ
し

　
　
日
思
ほ
ゆ

と
言
ふ
の
は
、
其
挽
歌
の
反
歌
で
あ
る
が
、
黄
葉
の
散
る
の
を
目
に
し
て
ゐ

る
。
其
時
に
、
自
分
の
脇
を
通
つ
て
遠
ざ
か
つ
て
行
く  

杖    

部  

ハ
セ
ツ
カ
ヒ
ベ
　
　
官
用

の
飛
脚
の
様
な
も
の
　
　
を
見
る
と
「
わ
が
家
へ
も
、
ひ
が
呼
び
に
来
た
こ

と
が
あ
る
。
あ
の
ま
だ
生
き
て
会
う
た
日
の
こ
と
が
一
々
思
ひ
出
さ
れ
る
」

と
言
ふ
の
で
、
沈
潜
と
い
ふ
よ
り
、
事
件
の
興
味
で
優
れ
て
ゐ
る
歌
だ
が
、

此
も
叙
事
に
流
れ
ず
、
主
題
の
新
し
く
外
的
に
展
ひ
ろ
がつ
て
行
つ
た
道
筋
が
よ
く

見
え
る
。
調
子
も
、
落
ち
つ
い
て
、
寂
々
と
落
葉
を
足
に
踏
み
な
が
ら
過
ぎ

る
杖
部
の
姿
が
、
耳
か
ら
目
に
感
覚
を
移
し
て
来
る
。
そ
れ
が
、
す
つ
ぽ
り
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と
、
悲
し
い
独
り
に
な
つ
た
自
覚
に
沈
ん
で
ゐ
る
内
界
と
、
よ
く
調
和
し
て

ゐ
る
。

純
抒
情
の
歌
は
、
や
は
り
少
し
劣
る
様
で
あ
る
。
ま
だ
抒
情
態
度
は
完
全
に

発
生
し
て
居
な
い
。
人
麻
呂
自
身
の
糶せ
り
上
げ
た
抒
情
詩
も
、
黒
人
だ
け
の

観
照
態
度
が
据
ゑ
ら
れ
な
か
つ
た
の
も
無
理
は
な
い
。
黒
人
の
方
は
寂
し
い

け
れ
ど
も
、
朗
ら
か
で
あ
る
。
し
め
や
か
で
あ
る
け
れ
ど
、
さ
は
や
か
な
歌

柄
で
あ
る
。

　
　
わ
ぎ
も
子
に
猪ヰ
名ナ
野ヌ
は
見
せ
つ
。
名
次
ナ
ス
キ
山
　
角ツヌ
の
松
原
　
い
つ
か
し
め

　
　
さ
む
（
黒
人
　
　
万
葉
巻
三
）

な
ど
、
軽
い
心
持
ち
で
歌
つ
て
ゐ
る
中
に
、
黒
人
の
よ
い
素
質
が
み
な
出
て

ゐ
る
。
妻
を
劬
い
た
はる
心
持
ち
の
、
拘
泥
な
く
、
し
か
も
深
い
愛
を
こ
め
て
見
え
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る
。
宴
歌
と
し
て
当
座
に
消
え
失
せ
な
か
つ
た
の
も
、
故
の
あ
る
こ
と
で
あ

る
。

　
　 
住  
吉 
ス
ミ
ノ
エ

の
榎
津
エ
ナ
ツ
に
立
ち
て
、
見
わ
た
せ
ば
、
武
庫
の
泊
り
ゆ
　
出
づ
る

　
　
船
び
と
（
同
）

　
　
磯シ
齒ハ
津ツ
山
　
う
ち
越
え
来
れ
ば
、
笠
縫
の
島
漕
ぎ
隠
る
　
枻たな
な
し
小
舟

　
　
（
同
）

殆
ど
す
け
つ
ち
風
の
写
生
で
あ
る
。
か
う
し
た
初
歩
の
写
生
は
、
詩
歌
の
上

に
は
値
う
ち
の
低
い
も
の
で
あ
る
が
、
藤
原
都
の
時
代
に
、
か
う
し
た
主
観

を
離
れ
て
了
う
た
様
な
態
度
に
入
る
事
の
出
来
た
の
は
、
此
人
の
発
明
の
才

能
が
思
は
れ
る
。
情
景
相
伴
ふ
の
は
、
日
本
の
短
歌
の
常
に
な
つ
て
は
居
る

が
、
其
が
発
生
し
た
の
は
、
古
代
の
詩
の
表
現
法
を
ひ
た
押
し
に
押
し
進
め
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た
ゞ
け
で
あ
つ
て
、
天
分
の
豊
か
な
人
が
此
上
に
、
自
分
の
詩
境
を
拓
い
た

の
に
過
ぎ
な
い
。
歴
史
的
に
不
純
な
物
の
多
い
宴
歌
の
形
を
、
殆
ど
純
粋
と

い
ふ
処
ま
で
推
し
進
め
た
の
は
、
驚
い
て
よ
い
事
だ
。
此
も
朗
か
さ
が
持
つ

自
在
の
現
れ
で
あ
ら
う
。

　
　
　
　
　
一
〇

赤
人
に
な
る
と
多
少
概
念
と
、
意
図
が
ま
じ
る
様
で
あ
る
。
「
田
子
の
浦
ゆ
」

の
歌
を
見
て
も
、
没
主
観
は
右
の
黒
人
の
歌
に
似
て
ゐ
る
が
、
「
ま
白
に
ぞ

…
…
雪
は
ふ
り
け
る
」
と
言
ふ
処
に
、
拘
泥
が
見
え
る
。

　
　
み
吉
野
の 

象  

山 

キ
サ
ヤ
マ

の
際マ
の
木
梢
コ
ヌ
レ
に
は
、
許
多
コ
ヽ
ダ
も
騒
ぐ
鳥
の
声
か
も
（
赤
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人
　
　
万
葉
巻
六
）

　
　
ぬ
ば
た
ま
の
夜
の
更
け
ゆ
け
ば
、
楸
ヒ
サ
ギ生
ふ
る
清
き
河
原
に
、
千
鳥
頻
鳴
シ
バ
ナ

　
　
く
（
同
）

写
生
の
上
々
と
評
さ
れ
て
ゐ
る
歌
で
あ
る
。
山
の
際
の
木
立
を
心
に
浮
べ
て
、

鳥
の
声
を
聴
き
澄
し
て
ゐ
る
の
だ
。
寝
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
目
に
山
の
際
を

仰
い
で
ゐ
る
場
合
と
し
て
も
、
又
変
つ
た
味
ひ
が
生
じ
る
。
鳥
の
声
に
心
静

か
に
聴
き
入
つ
て
居
る
。
此
歌
の
中
に
は
、
深
い
暗
示
の
こ
も
つ
て
居
る
様

な
気
が
す
る
。
見
事
、
其
霊
を
捉
へ
た
歌
で
あ
る
。
此
歌
も
次
の
歌
も
、
聴

覚
か
ら
自
然
の
核
心
に
迫
ら
う
と
し
て
ゐ
る
。
聴
覚
に
よ
る
新
し
い
写
生
の

方
法
を
発
見
し
て
ゐ
る
。
と
も
す
れ
ば
、
値
打
ち
の
怪
し
ま
れ
る
叙
景
詩
も
、

こ
ゝ
ま
で
来
れ
ば
、
芸
術
と
し
て
の
立
ち
場
は
犯
し
難
い
。
赤
人
は
聴
覚
で
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自
然
を
観
ず
る
の
が
得
意
だ
つ
た
か
。

　
　
朝
凪
ぎ
に
楫
の
音
聞
ゆ
。
御ミ
饌ケ
つ
国クニ
　
野
島
の
海ア
部マ
の
船
に
し
あ
る
ら

　
　
し
（
万
葉
巻
六
）

赤
人
の
歌
は
人
麻
呂
の
に
比
べ
る
と
、
全
体
と
し
て
内
容
的
に
な
つ
て
、
形

式
美
を
あ
ま
り
重
ん
じ
て
ゐ
な
い
。
人
麻
呂
の
様
な
、
形
式
の
張
り
過
ぎ
た

歌
は
少
い
。
さ
う
し
て
、
単
純
化
す
る
力
は
十
分
に
持
つ
て
居
た
。
同
じ
時

代
に
居
て
や
ゝ
年
長
と
思
は
れ
る
笠
金
村
な
ど
が
、
人
麻
呂
を
学
ん
で
脱
す

る
こ
と
の
出
来
な
い
で
居
る
間
に
、
赤
人
は
自
分
の
領
域
を
拓
い
て
行
つ
た
。

彼
が
ま
づ
拓
い
た
と
思
は
れ
る
の
は
、
趣
向
の
あ
る
歌
で
あ
る
。
自
然
を
矯

め
る
傾
向
は
そ
こ
に
兆
し
た
が
、
み
や
び
と
言
ふ
宮
廷
風
・
都
会
風
の
文
学

態
度
を
創
立
し
て
、
都
と
鄙
と
の
区
別
を
立
て
る
様
な
傾
向
の
先
駆
を
し
た
。
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春
の
野
に
菫
つ
み
に
と
、
来
し
我
ぞ
、
野
を
懐
し
み
、
一
夜
寝
に
け
る

　
　
（
万
葉
巻
八
）

　
　
あ
し
び
き
の
山
桜
花
、
日
並
ケ
ナ
ラ
べ
て
か
く
咲
き
た
ら
ば
、
い
た
も
恋
ひ
め

　
　
や
も
（
同
）

　
　
吾
が
夫セ
子コ
に
見
せ
む
と
思
ひ
し
梅
の
花
。
そ
れ
と
も
見
え
ず
。
雪
の
降

　
　
れ
ゝ
ば
（
同
）

　
　
明
日
よ
り
は
、
春
菜
摘
ま
む
と
標シ
め
し
野
に
、
昨
日
も
　
今
日
も
　
雪

　
　
は
ふ
り
つ
ゝ
（
同
）

所
謂
ま
す
ら
雄
ぶ
り
か
ら
遠
ざ
か
つ
た
た
を
や
め
ぶ
り
を
発
生
さ
せ
た
の
は
、

こ
の
人
で
あ
る
。
邑
落
生
活
を
忘
れ
、
豪
族
は
官
吏
と
し
て
の
意
識
を
明
ら

か
に
持
つ
様
に
な
つ
た
奈
良
の
中
期
に
は
、
も
う
都
鄙
・
官
民
の
別
を
示
す
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だ
け
の
風
習
が
生
じ
た
。
従
来
の
調
子
や
表
現
を
旧
式
の
歌
と
考
へ
、
素
朴

を
馬
鹿
に
し
、
宮
廷
を
中
心
と
す
る
貴
族
生
活
の
気
分
を
十
分
に
味
は
ゝ
う

と
す
る
享
楽
傾
向
が
顕
れ
て
来
た
。
赤
人
は
其
先
駆
サ
キ
ガ
け
で
あ
つ
た
。
平
安
朝

の
文
学
に
於
け
る
優
美
は
、
赤
人
に
始
ま
る
と
言
う
て
よ
い
。
貫
之
が
赤
人

を
人
麻
呂
に
比
較
す
る
程
値
打
ち
を
つ
け
て
考
へ
た
の
は
、
其
流
行
の
祖
宗

と
し
て
尊
ん
だ
の
で
あ
つ
た
。

赤
人
は
融
通
の
き
く
才
人
で
あ
つ
た
と
思
は
れ
る
。
人
麻
呂
調
の
抒
情
味
の

勝
つ
た
歌
も
作
れ
ば
、
黒
人
式
の
没
主
観
を
体
得
し
た
様
で
も
あ
る
。
黒
人

　
　
赤
人
と
の
播
州
海
岸
の
覊
旅
歌
を
見
る
と
、
殆
ど
赤
人
の
個
性
は
没
し

て
居
て
、
而
も
歌
と
し
て
は
、
値
打
ち
の
高
い
物
を
作
つ
て
ゐ
る
。

　
　
桜
田
へ
鶴タヅ
な
き
渡
る
。 

愛 

知 

潟 

ア
ユ
チ
ガ
タ

汐
干
に
け
ら
し
。
鶴
な
き
渡
る
（
黒
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人
　
　
万
葉
巻
三
）

　
　
和
歌
の
浦
に
汐
み
ち
来
れ
ば
、
潟カタ
を
な
み
、
蘆
辺
ア
シ
ベ
を
さ
し
て
、
鶴
鳴
き

　
　
わ
た
る
（
赤
人
　
　
万
葉
巻
六
）

此
二
つ
の
歌
を
並
べ
て
見
る
と
、
赤
人
が
黒
人
を
模
し
て
ゐ
た
様
は
よ
く
見

え
る
。
其
上
、
前
の
吉
野
の
宮
の
歌
二
首
の
如
き
は
、

　
　
足
引
の
　
山
川
の
瀬
の
　
鳴
る
な
べ
に
、 

弓 

月 

嶽 

ユ
ヅ
キ
ガ
タ
ケ
に
　
雲
立
ち
渡
る

　
　
（
万
葉
巻
七
）

人
麻
呂
の
此
歌
に
、
既
に
同
様
の
静
観
が
現
れ
て
ゐ
る
か
ら
、
赤
人
の
模
倣

し
た
筋
路
も
考
へ
ら
れ
る
。

赤
人
の
工
夫
し
た
優
美
は
、
平
穏
な
生
活
を
基
調
と
し
て
、
自
然
・
人
事
に

軽
い
交
渉
を
つ
け
て
見
た
も
の
で
、
根
柢
か
ら
心
を
揺
り
動
か
す
種
類
の
感
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動
を
避
け
る
事
で
あ
つ
た
。
即
極
め
て
淡
い
享
楽
態
度
を
持
ち
続
け
る
中
に
、

纔わづ
か
に
人
事
・
自
然
の
変
化
を
見
よ
う
と
す
る
の
だ
つ
た
。
時
候
の
挨
拶
、

暦
日
と
生
物
の
動
静
、
そ
の
交
渉
や
矛
盾
、
　
　
そ
ん
な
事
に
目
を
睜みは
つ
て

驚
く
古
今
集
の
態
度
は
、
赤
人
に
は
じ
ま
つ
て
居
る
。

　
　
百
済
野

ク
ダ
ラ
ヌ

の
萩ハギ
の
旧
枝
フ
ル
エ
に
、
春
待
つ
と
来キ
棲ヰ
し
鶯
、
啼
き
に
け
む
か
も

　
　
（
万
葉
巻
八
）

自
然
に
対
す
る
同
情
が
、
仄
か
に
鳥
の
心
に
も
通
ふ
様
な
気
の
す
る
歌
で
あ

る
。
け
れ
ど
も
来キ
棲ヰ
し
と
言
ふ
の
は
、
全
く
の
空
想
で
あ
る
。
優
美
の
為
に

立
て
た
趣
向
で
あ
る
。
冬
の
中
、
百
済
野
で
鶯
を
見
て
知
つ
て
居
た
の
で
は

な
い
。
棲
む
だ
ら
う
と
思
は
れ
る
鶯
な
の
で
あ
る
。
歌
は
さ
の
み
悪
い
と
は

言
へ
ぬ
が
、
調
子
が
既
に
平
安
朝
を
斜
聴
さ
せ
て
ゐ
る
。
前
に
挙
げ
て
来
た
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彼
の
作
物
と
比
べ
る
と
、
調
子
か
ら
心
境
ま
で
、
ま
る
で
違
ひ
過
ぎ
て
ゐ
る
。

古
今
集
撰
者
ら
の
手
本
と
な
つ
た
ら
う
と
思
は
れ
る
様
な
姿
と
心
と
で
あ
る
。

　
　
足
引
の
山
に
も
、
野
に
も
、
御
狩
ミ
カ
リ
人
　
猟
矢
サ
ツ
ヤ
た
ば
さ
み
乱
り
た
り
。
見

　
　
ゆ
（
万
葉
巻
六
）

此
は
人
麻
呂
の

　
　
英ア
虞ゴ
の
浦
に
船
乗
り
す
ら
む
処
女
ら
が
、
珠
裳
の
裾
に
、
汐
満
つ
ら
む

　
　
か
（
万
葉
巻
一
）

な
ど
ゝ
同
じ
行
き
方
で
、
模
倣
の
痕
が
あ
る
様
だ
。
而
も
独
自
の
領
分
は
十

分
に
持
つ
て
ゐ
る
。
但
、
あ
ま
り
外
的
な
表
現
で
は
あ
る
。
け
れ
ど
も
ま
だ

〳
〵
「
百
済
野
」
な
ど
に
比
べ
れ
ば
、
歌
に
古
く
て
強
い
気
ざ
し
が
こ
も
つ

て
ゐ
る
。
「
百
済
野
」
は
ま
だ
よ
い
。
春
の
歌
四
首
に
な
る
と
、
ど
う
し
て
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も
今
ま
で
挙
げ
て
来
た
歌
の
作
者
と
は
思
は
れ
な
い
。
実
に
赤
人
は
、
三
変

或
は
四
変
し
て
ゐ
る
。

此
態
度
が
一
般
的
に
見
る
と
、
や
は
り
明
ら
か
に
万
葉
巻
十
に
も
見
え
、
巻

七
に
も
見
え
て
ゐ
る
。
此
巻
々
は
、
直
様
古
今
と
続
け
て
見
て
も
よ
い
程
に
、

自
然
に
浸
つ
て
ゐ
る
。
け
れ
ど
も
尚
失
ひ
き
ら
ぬ
万
葉
び
と
の
呼
吸
は
、
弛

ん
だ
調
子
の
間
に
も
通
う
て
ゐ
て
、
巻
七
・
巻
十
の
歌
の
全
体
と
し
て
、
固

定
は
固
定
と
し
て
、
一
首
々
々
に
は
、
真
の
感
激
の
出
た
も
の
も
多
い
。

　
　
　
　
　
一
一

奈
良
中
期
に
は
大
伴
旅
人
・
山
上
憶
良
ら
が
、
支
那
趣
味
を
移
植
し
て
、
短
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歌
に
変
つ
た
味
を
出
さ
う
と
し
た
。
け
れ
ど
も
此
人
た
ち
の
抒
情
詩
人
と
し

て
の
素
質
が
、
叙
景
に
優
れ
た
も
の
は
出
さ
せ
な
か
つ
た
。

旅
人
の
子
の
家
持
は
、
最
後
の
一
人
の
観
の
あ
る
人
で
あ
つ
た
。
古
代
の
歌

謡
に
憧
れ
、
家
の
昔
を
懐
し
ん
で
ゐ
た
。
さ
う
し
て
く
づ
れ
る
浪
を
堰
き
と

め
よ
う
と
し
て
、
時
勢
に
押
さ
れ
て
敗
北
し
た
。
で
も
、
さ
す
が
に
彼
の
歌

に
は
、
情
景
の
融
合
と
、
近
代
的
の
感
興
が
行
き
亘
つ
て
ゐ
る
。

　
　 

朝  

牀 

ア
サ
ト
コ

に
聴
け
ば
遥
け
し
。
射
水
イ
ミ
ヅ
川
、
朝
漕
ぎ
し
つ
ゝ
唄
ふ
舟
人
（
家

　
　
持
　
　
万
葉
巻
十
九
）

赤
人
の
よ
い
物
と
似
た
処
の
あ
る
の
は
、
模
倣
か
ら
上
手
の
域
に
達
し
た
人

だ
け
に
、
意
識
し
て
影
響
を
と
り
込
ん
で
ゐ
る
と
言
う
て
よ
か
ら
う
。

　
　
春
の
野
に
霞
た
な
び
き
、
う
ら
悲
し
。
此
夕
暮
に
、
鶯
な
く
も
（
家
持

75



　
　
　
　
万
葉
巻
十
九
）

　
　
我
が
家ヤド
の
い
さ
ゝ 

群  

竹 

ム
ラ
タ
ケ

　
吹
く
風
の
　
音
の
か
そ
け
き
、
こ
の
ゆ
ふ

　
　
べ
か
も
（
同
）

　
　
う
ら
〳
〵
に
照
れ
る
春
日
に
、
雲
雀
あ
が
り
、
心
か
な
し
も
。
独
り
し

　
　
思
へ
ば
（
同
）

家
持
は
、
ど
つ
ち
か
と
言
へ
ば
、
人
麻
呂
か
ら
得
た
影
響
の
部
分
が
、
よ
い

様
で
あ
る
。
そ
し
て
素
質
的
に
、
抒
情
派
か
ら
出
て
、
叙
景
に
入
つ
た
人
で

あ
る
。
此
点
に
、
最
人
麻
呂
と
似
て
居
る
点
が
見
出
さ
れ
る
。
而
も
歌
は
、

感
興
の
鋭
い
、
近
代
的
な
神
経
を
備
へ
た
も
の
で
あ
る
。
赤
人
の
末
期
の

「
み
や
び
歌
」
よ
り
は
、
私
は
此
方
を
高
く
評
価
し
た
い
の
で
あ
る
。
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青
空
文
庫
情
報

底
本
：
「
折
口
信
夫
全
集
　1

」
中
央
公
論
社

　
　
　1995
（
平
成7

）
年2

月10

日
初
版
発
行

底
本
の
親
本
：
「
『
古
代
研
究
』
第
二
部
　
国
文
学
篇
」
大
岡
山
書
店

　
　
　1929

（
昭
和4
）
年4

月25

日
発
行

初
出
：
「
太
陽
　
第
三
二
巻
第
八
号
」

　
　
　1926

（
大
正15

）
年6
月

※
底
本
の
題
名
の
下
に
書
か
れ
て
い
る
「
大
正
十
五
年
六
月
「
太
陽
」
第
三

二
巻
第
八
号
」
は
フ
ァ
イ
ル
末
の
「
初
出
」
欄
に
移
し
ま
し
た
。

入
力
：
門
田
裕
志
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校
正
：
仙
酔
ゑ
び
す

2007
年8

月15

日
作
成

青
空
文
庫
作
成
フ
ァ
イ
ル
：

こ
の
フ
ァ
イ
ル
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
図
書
館
、
青
空
文
庫
（http://w

w

w
.aozora.gr.jp/

）
で
作
ら
れ
ま
し
た
。
入
力
、
校
正
、
制
作
に
あ
た
っ
た

の
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
で
す
。
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