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一
「
こ
ゝ
ろ
」
　
そ
の
一

お
よ
そ
歌
を
見
、
歌
を
作
る
上
に
お
い
て
、
必
ら
ず
心
得
て
置
か
ね
ば
な
ら
ぬ
、
四
つ
の
段
階
的
観
察
点

が
あ
る
。

此
観
察
点
は
、
元
来
作
者
の
側
に
あ
る
も
の
で
は
な
く
て
、
読
者
と
し
て
の
立
ち
場
か
ら
出
る
も
の
で
あ

る
が
、
作
者
と
い
へ
ど
も
、
其
作
物
を
、
完
全
な
る
も
の
た
ら
し
め
む
為
に
は
、
出
来
る
だ
け
自
分
の
作

物
を
客
観
の
位
置
に
お
い
て
、
推
敲
を
重
ね
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
即
、
此
場
合
に
お
い
て
は
、
作
者
即
批

評
家
と
い
ふ
態
度
に
出
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
、
読
者
、
又
は
批
評
家
の
立
ち
場
に
お
い

て
生
じ
た
批
判
の
範
疇
は
、
作
者
が
其
作
物
を
推
敲
す
る
上
に
お
い
て
も
、
当
然
採
用
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら

ぬ
わ
け
で
、
前
に
述
べ
た
段
階
的
観
察
点
と
い
ふ
の
は
、
即
、
此
批
判
の
範
疇
に
外
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

ま
づ
美
的
情
緒
が
動
い
て
、
あ
る
言
語
形
式
を
捉
へ
る
と
、
此
処
に
は
じ
め
て
、
こ○

ゝ○

ろ○

が
成
り
立
つ
の

で
あ
る
。
こ○

ゝ○

ろ○

は
、
作
者
の
方
に
お
い
て
は
之
を
思○

想○

と
い
ひ
、
読
者
の
側
か
ら
は
之
を
、
あ
る
形
式

を
通
し
て
受
納
す
る
意
味
、
と
い
ふ
。
繰
り
返
し
て
い
ふ
と
、
言
語
形
式
を
俟
つ
て
、
あ
る
限
界
が
、
情

緒
の
内
容
を
為
し
て
居
る
思
想
（
未
だ
明
に
思
想
と
い
ふ
こ
と
の
出
来
な
い
、
甚
だ
渾
沌
た
る
状
態
に
あ
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る
も
の
）
の
上
に
つ
け
ら
れ
て
、
内
容
が
固
定
し
て
来
る
の
で
、
明
確
な
こ○

ゝ○

ろ○

は
、
此
処
に
到
つ
て
現

は
れ
る
の
で
あ
る
。

形
式
の
成
る
と
共
に
、
内
容
が
定
ま
る
。
此
処
に
は
じ
め
て
、
こ○

と○

ば○

と
、
こ○

ゝ○

ろ○

と
の
対
立
を
見
る
の

で
あ
る
。
こ○

ゝ○

ろ○

す
ぐ
れ
た
り
だ
の
、
お
と
り
た
る
こ○

ゝ○

ろ○

が○

ま○

へ○

だ
の
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
如
何
な
る

情
緒
も
、
取
り
扱
ひ
方
、
即
、
形
式
一
つ
で
、
す
ぐ
れ
た
内
容
と
も
、
お
と
つ
た
内
容
と
も
あ
ら
は
れ
る
。

情
緒
と
言
語
形
式
と
は
、
互
に
因
果
関
係
を
交
錯
す
る
こ
と
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
内
容
は
常
に
、
形
式
の

後
に
生
ず
る
と
い
ふ
こ
と
は
納
得
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
世
の
中
の
歌
よ
み
が
、
こ○

ゝ○

ろ○

を
本
と
し
、
こ○

と○

ば○

を
末
だ
と
し
て
、
容
易
タ
ヤ
ス
く
両
者
に
軽
重
を
定
め
て
居
る
の
は
、
今
少
し
考
へ
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

と
思
ふ
。
か
う
い
ふ
謬
見
か
ら
語
法
を
度
外
視
し
て
居
る
人
も
あ
る
が
、
考
へ
ざ
る
の
甚
し
き
も
の
と
い

は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
勿
論
、
こ○

と○

ば○

と
い
ふ
語ゴ
は
、
た
ゞ
語
法
一
つ
を
指
し
た
訳
で
は
な
い
。
歌
学
の

上
で
、
こ○

と○

ば○

と
称
へ
て
居
る
も
の
ゝ
意
味
は
、
い
づ
れ
第
二
に
お
い
て
述
べ
る
が
、
此
処
で
は
、
情
緒

と
詩
歌
の
内
容
と
の
間
に
、
あ
る
時
間
上
、
価
値
上
の
差
別
が
あ
る
と
い
ふ
こ
と
を
知
つ
て
貰
ひ
さ
へ
す

れ
ば
よ
い
。
つ
ま
り 

従  

来 

コ
レ
マ
デ

は
、
作
者
の
立
ち
場
と
読
者
の
立
ち
場
と
を
混
同
し
て
居
た
の
で
、
情
緒
は

作
者
と
し
て
、
こ○

ゝ○

ろ○

は
読
者
と
し
て
、
と
い
ふ
風
に
、
原
因
と
結
果
と
の
相
違
が
あ
る
。
作
者
と
し
て

採
る
べ
き
態
度
は
、
情
緒
と
こ○

と○

ば○

と
の
結
合
す
る
処
に
お
い
て
、
非
常
の
苦
心
、
努
力
を
用
ゐ
る
こ
と
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で
、
此
因
果
関
係
の
交
錯
し
て
居
る
二
元
の
取
扱
ひ
に
、
間
然
す
る
処
が
あ
つ
た
と
す
れ
ば
、
二
つ
の
う

ち
の
、
い
づ
れ
か
ゞ
強
き
に
失
し
て
、
他
の
一
つ
が
、
之
に
伴
は
な
く
な
る
。
此
工
夫
が
即
、
趣
向
と
い

ふ
の
で
あ
る
。
趣
向
と
こ○

と○

ば○

と
が
一
致
し
な
か
つ
た
時
は
、
不
調
和
が
生
ず
る
。
古
人
が
、
詞
コ
ト
バ、
心
に

伴
は
ず
と
か
、
詞
す
ぐ
れ
た
れ
ど
心
お
く
れ
た
る
な
り
と
か
い
う
て
居
る
の
は
、
此
出
発
点
に
お
け
る
、

工
夫
の
足
ら
な
か
つ
た
結
果
に
な
つ
た
作
物
を
、
評
し
た
の
で
あ
る
。
此
情
緒
を
表
は
す
趣
向
と
こ○

と○

ば○

と
の
不
調
和
は
、
文
学
的
作
物
と
し
て
の
価
値
に
影
響
す
る
が
、
和
歌
に
は
一
面
、
形
式
美
に
陥
つ
た
点

が
あ
る
の
で
、
此
辺
か
ら
見
れ
ば
、
こ○

と○

ば○

の
勝
れ
た
の
は
、
形
式
自
身
に
幾
分
の
価
値
あ
る
点
よ
り
、

こ○

ゝ○

ろ○

の
お
く
れ
た
の
を
補
ふ
こ
と
が
出
来
る
。

之
に
反
し
て
、
あ
る
情
緒
を
盛
る
に
適
切
な
形
式
、
限
界
を
与
へ
な
か
つ
た
時
は
、
詩
歌
で
は
な
く
て
、

単
に
叙
述
文
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
な
り
了ハテ
る
の
で
、
詩
歌
た
る
資
格
は
、
形
式
美
を
有
す
る
こ○

と○

ば○

の
す

ぐ
れ
た
方
が
、
ま
だ
し
も
多
い
わ﹅
け﹅
で
あ
る
。
形
式
美
は
、
一
歩
退
い
て
考
へ
て
見
る
と
、
つ
ま
ら
ぬ
趣

向
を
も
、
言
語
形
式
に
よ
つ
て
、
思
想
と
し
て
は
、
大
に
見
直
す
事
の
出
来
る
も
の
と
す
る
の
だ
と
も
い

ふ
こ
と
が
出
来
る
。

兎
も
角
も
、
此
情
緒
を
発
表
す
る
趣
向
は
、
作
物
の
根
柢
と
な
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
適
切
な
る
言
語
形

式
を
捉
へ
る
こ
と
は
勿
論
、
極
め
て
厳
密
な
美
的
考
察
を
要
す
る
。
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事
物
を
定
義
す
る
こ
と
に
無
頓
着
で
あ
つ
た
古
人
は
、
伝
習
的
に
用
ゐ
来
つ
た
歌
学
上
の
専
用
語
を
、
自

由
に
用
ゐ
て
居
る
為
に
、
た
ゞ
こ○

ゝ○

ろ○

と
い
ふ
一
語
を
以
て
、
趣
向
に
も
、
亦
内
容
に
も
通
じ
て
使
つ
て

居
る
。
下
に
説
か
う
と
す
る
数
々
の
語
も
、
皆
か
う
い
ふ
風
に
、
使
用
者
が
読
者
の
直
覚
を
予
期
し
て
か
ゝ

つ
て
居
た
の
で
あ
る
か
ら
、
今
日
之
を
説
く
に
は
、
非
常
な
困
難
を
感
ず
る
次
第
で
あ
る
が
、
み
な
之
は
、

言
語
の
意
味
の
内
包
が
明
か
で
な
か
つ
た
為
に
生
じ
た
結
果
で
、
歴
史
的
に
発
展
の
過
程
を
考
へ
て
見
れ

ば
、
歌
合
行
は
れ
、
歌
式
出
で
、
歌
話
が
物
せ
ら
れ
、
師
範
家
が
出
来
、
批
評
家
が
現
は
れ
た
中
に
、
雑

多
な
用
法
を
せ
ら
れ
乍
ら
、
其
処
に
、
あ
る
一
道
の
集
合
的
概
念
を
抽
き
出
す
事
が
出
来
る
と
思
ふ
。
此

意
味
に
お
け
る
専
用
語
の
意
味
を
説
明
す
る
と
共
に
、
発
展
の
路
に
お
い
て
、
経
て
来
た
異
な
る
意
味
の

用
ゐ
方
を
も
、
示
し
た
い
考
か
ん
が
へで
あ
る
。
勿
論
、
あ
る
意
味
と
、
正
反
対
の
意
味
に
用
ゐ
ら
れ
た
例
証
は
、

自
分
と
い
へ
ど
も
、
少
か
ら
ず
提
出
す
る
こ
と
が
出
来
る
が
、
唯
集
合
的
概
念
の
謬
ア
ヤ
マら
ざ
る
、
最
も
適
切

に
、
巧
妙
に
、
ま
た
最
も
全
過
程
を
包
括
し
た
、
最
近
の
意
味
に
お
け
る
も
の
を
採
る
の
で
、
単
に
言
語

の
意
味
を
説
く
の
み
に
止
め
ず
、
今
後
こ
の
定
め
ら
れ
た
る
意
味
を
以
て
、
此
等
の
専
用
語
を
ば
、
盛
に

復
活
し
て
用
ゐ
た
い
と
い
ふ
微
意
に
外
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

こ○

ゝ○

ろ○

と
い
ふ
語
は
、
内
容
、
即
思
想
、
及
趣
向
の
意
に
用
ゐ
ら
れ
て
居
る
。

こ
こ
に
一
言
断
つ
て
置
か
ね
ば
な
ら
ぬ
の
は
、
趣
向
と
い
ふ
も
の
は
、
一
体
が
、
ど
う
い
ふ
風
に
情
緒
を
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発
表
す
れ
ば
、
言
語
形
式
を
通
し
て
、
完
全
な
る
内
容
を
形
づ
く
る
こ
と
が
出
来
る
か
と
い
ふ
、
努
力
を

意
味
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
趣
向
と
い
う
て
も
、
思
想
と
い
う
て
も
、
全
然
異
な
る
事
柄
で
は
な
い
の

で
、
た
ゞ
原
因
結
果
の
関
係
が
あ
る
も
の
と
い
ふ
外
に
、
明
瞭
な
区
別
は
出
来
な
い
。
強
ひ
て
い
ふ
と
、

趣
向
は
動
的
で
、
ま
だ
全
く
固
定
し
た
と
い
ふ
こ
と
の
出
来
な
い
も
の
、
思
想
は
静
的
で
、
結
果
よ
り
帰

納
せ
ら
れ
た
、
固
定
し
た
も
の
、
言
ひ
換
へ
れ
ば
、
こ○

と○

ば○

と
趣
向
と
よ
り
な
つ
て
、
読
者
を
し
て
、
形

式
的
に
、
実
質
的
に
、
並
に
想
像
の
結
合
に
よ
つ
て
、
作
者
が
最
初
に
起
し
た
も
の
に
近
い
美
的
情
緒
を
、

再
現
せ
し
む
る
働
ハ
タ
ラ
キを
為
す
も
の
な
の
で
あ
る
。
で
、
こ○

ゝ○

ろ○

と
い
ふ
語
は
、
何ド
の
時
代
に
お
い
て
も
、
右

の
両
に
用
ゐ
ら
れ
て
居
る
。

天
徳
四
年
内
裡
歌
合
の
、
八
番
右
の
兼
盛
の
、

　
　
ひ
と
へ
づ
ゝ
八
重
山
吹
は
ひ
ら
け
な
む
ほ
ど
へ
て
匂
ふ
は
な
と
た
の
ま
む

と
あ
る
歌
、
判
の
詞
に
、
「
右
歌
、
八
重
山
吹
の
ひ
と
へ
づ
ゝ
ひ
ら
け
む
は
、
ひ
と
へ
な
る
山
吹
に
て
こ

そ
は
あ
ら
め
。
心○

は
あ
る
に
似
た
れ
ど
も
、
八
重
咲
か
ず
ば
、
本
意
な
く
や
あ
ら
む
」
と
あ
る
も
の
、

応
徳
三
年
の
若
狭
守
通
宗
朝
臣
女
子
達
歌
合
に
、

　
　
郭
公
あ
か
ず
も
あ
る
か
な
玉
く
し
げ
二
上
山
の
夜
は
の
ひ
と
こ
ゑ

の
判
詞
に
、
「
ふ
た
か
み
山
、
あ
か
ず
な
ど
い
ふ
心○

、
い
と
を
か
し
」
云
々
と
あ
る
も
の
、
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建
保
五
年
の
歌
合
の
、
二
十
三
番
の
、

　
　
須
磨
の
浦
に
秋
を
と
ゞ
め
ぬ
関
守
も
の
こ
る
霜
夜
の
月
は
見
る
ら
む

の
歌
に
、
「
秋
を
と
ゞ
め
ぬ
関
守
、
残
る
霜
夜
の
月
を
み
る
心○

宜
し
」
と
て
、
為
勝
と
定
家
が
追
記
し
た

る
も
の
、

景
樹
の
、
六
十
四
番
歌
結
、
三
十
四
番
左
の
、
「
い
か
に
せ
む
萩
に
は
し
か
と
頼
め
て
し
」
云
々
の
歌
の

判
詞
に
、
「
左
、
萩
に
は
し
か
と
ゝ
い
ふ
に
、
鹿
を
こ
め
て
、
さ
て
そ
の
萩
だ
に
も
す
ぎ
む
と
ぞ
す
る
と

い
は
れ
た
る
、
心○

詞
コ
ト
バた
ゞ
な
ら
ぬ
に
や
」
な
ど
あ
る
の
は
、
皆
趣
向
の
意
で
あ
る
。

思
想
の
意
味
に
用
ゐ
た
の
に
は
、
古
今
集
の
序
、
「
在
原
業
平
は
、
そ
の
こ○

ゝ○

ろ○

あ
ま
り
て
、
こ
と
ば
足

ら
ず
」
云
々
と
あ
る
も
の
、

千
五
百
番
歌
合
、
百
三
十
六
番
右
、
定
家
の
歌
の
、

　
　
ま
ち
わ
び
ぬ
心
づ
く
し
の
春
霞
花
の
い
ざ
よ
ふ
山
の
端
の
空

を
評
し
て
、
「
右
、
心○

こ
も
り
て
、
愚
意
難
及
」
云
々
と
、
見
え
て
居
る
も
の
、

六
十
四
番
歌
結
に
、
三
番
子
日
友
の
右
、

　
　
た
ち
ま
じ
り
小
松
ひ
く
日
は
わ
れ
な
ら
ぬ
人
の
ち
と
せ
も
い
の
ら
れ
に
け
り

と
あ
る
の
ゝ
判
詞
に
、
「
右
は
、
そ
の
意○

し
た
ゝ
か
に
い
ひ
す
ゑ
ら
れ
て
、
あ
ま
り
こ
ち
た
き
ま
で
に
ぞ
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聞
き
な
さ
れ
侍
る
」
云
々
、
と
あ
る
類
が
、
其ソレ
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
二
「
こ
ゝ
ろ
」
　
そ
の
二

思
想
と
内
容
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
前
章
に
於
て
聊
か
述
べ
て
お
い
た
が
、
今
尠
し
く
説
い
て
お
く
必

要
が
あ
る
。

世
間
に
は
、
往
々
思
想
と
内
容
と
を
混
同
し
て
居
る
も
の
が
あ
る
。
こ
の
詩
歌
の
内
容
を
、
即
思
想
と
す

る
辺
か
ら
多
く
の
誤
ア
ヤ
マ
リが
醸
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
人
の
頭
に
は
、
思
想
と
内
容
と
の
関
係
区
別
は
お
ろ
か
、
形
式
と
内
容
と
の
交
渉
分
離
に
就
い

て
さ
へ
も
、
明
か
な
考
は
な
か
ら
う
と
思
は
れ
る
。

内
容
は
形
式
を
俟
つ
て
生
ず
る
。
形
式
は
内
容
に
対
し
て
の
名
で
あ
る
。
尠
く
と
も
、
内
容
と
い
ふ
も
の

を
形
式
に
さ
き
だ
つ
て
存
す
る
や
う
に
考
へ
、
内
容
を
拒
外
し
た
る
形
式
が
あ
る
や
う
に
思
ふ
の
は
誤
謬

で
あ
る
。
こ
の
点
に
於
て
、
思
想
と
内
容
と
の
区
別
が
明
ア
キ
ラ
カに
な
つ
て
来
る
。

思
想
が
あ
る
形
式
に
よ
つ
て
制
限
を
加
へ
ら
れ
た
も
の
が
内
容
な
の
で
、
こ
れ
を
他
の
方
面
で
い
へ
ば
、

結
果
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
思
想
は
動
機
で
あ
る
。
或
は
こ
れ
を
、
第
一
次
思
想
、
第
二
次
思
想
と

9



い
ふ
名
称
を
与
へ
て
、
区
別
を
つ
く
る
こ
と
が
出
来
る
。
第
二
次
思
想
は
、
即
、
あ
る
形
式
を
通
じ
て
、

あ
る
限
界
を
加
へ
ら
れ
た
思
想
を
い
ふ
の
で
あ
る
。

前
に
も
い
う
た
通
り
、
第
一
次
思
想
と
い
ふ
も
の
は
甚
だ
渾
沌
た
る
も
の
で
、
こ
れ
を
客
観
的
に
い
へ
ば
、

情
緒
の
内
容
、
主
観
的
に
見
れ
ば
、
情
緒
と
並
行
し
て
進
む
思
想
で
あ
る
。
で
あ
る
か
ら
、
多
く
の
場
合

に
於
て
、
第
一
次
思
想
を
予
め
工
夫
し
て
お
い
て
、
然
る
後
に
、
あ
る
形
式
を
捉
へ
よ
う
と
す
る
と
、
情

緒
の
之
に
並
行
し
な
い
で
、
第
二
次
思
想
と
の
間
に
、
非
常
な
間
隔
の
あ
る
も
の
が
出
来
上
る
。
客
観
を

主
と
す
る
俳
句
の
如
き
に
於
て
は
、
そ
れ
も
よ
い
が
、
客
観
よ
り
は
寧
ろ
主
観
を
生
命
と
し
て
居
る
和
歌

に
於
て
は
、
不
成
功
に
終
つ
た
も
の
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

今
一
度
言
葉
を
か
へ
て
い
ふ
時
は
、
思
想
は
情
緒
の
あ
る
傾
向
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
情
緒
と
思
想
と
の

関
係
は
、
斯
の
如
く
、
非
常
に
密
接
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
形
式
を
呼
ぶ
場
合
に
、
趣
向
と
い
ふ
立
ち

場
が
出
来
る
が
、
和
歌
に
於
て
は
、
屡
こ
の
階
梯
は
顧
ら
れ
ぬ
こ
と
が
あ
る
。
和
歌
の
み
な
ら
ず
、
主
観

を
生
命
と
す
る
詩
は
、
こ
の
階
梯
を
形
式
成
立
後
に
延
ば
し
て
お
く
こ
と
の
あ
る
の
は
、
動ヤヽ
も
す
れ
ば
情

緒
の
流
行
を
妨
げ
る
こ
と
が
あ
る
為
で
、
事
実
こ
の
階
梯
は
、
必
し
も
、
此
場
合
に
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も

の
で
は
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
第
一
次
思
想
そ
の
も
の
を
さ
な
が
ら
表
は
さ
う
と
い
ふ
こ
と
は
、
到
底
行
は
る
べ
き
こ
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と
で
な
い
。
こ
の
場
合
に
は
、
「
言
語
形
式
」
に
よ
つ
て
は
、
殆
ど
望
ノ
ゾ
ミが
な
い
。
吾
人
は
こ
の
点
に
於
て
、

象
徴
主
義
の
価
値
を
認
め
る
。
即
、
作
者
の
胸
中
に
於
け
る
情
調
の
傾
向
を
、
読
者
に
感
受
せ
し
む
る
の

み
に
て
足
れ
り
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
人
々
に
よ
つ
て
感
覚
、
感
情
の
比
較
的
強
度
を
異コト
に
す
る
こ
と

の
多
い
言
語
の
媒
介
に
よ
る
よ
り
も
、
寧
ろ
、
情
調
を
直
通
せ
し
む
る
と
い
ふ
方
法
を
採
る
立
ち
場
の
出

来
る
理
由
が
あ
る
の
で
あ
る
。

単
に
、
作
者
の
情
調
の
傾
向
を
読
者
に
与
へ
れ
ば
よ
い
。
だ
か
ら
、
こ
の
派
の
作
者
は
、
音
楽
的
表
示
法

を
重
じ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
思
ふ
。
音
楽
的
表
示
法
と
い
う
た
の
は
、
音
響
を
聴
い
て
、
そ
の
如
何
な
る
事
件
、

如
何
な
る
思
想
を
述
べ
た
と
い
ふ
こ
と
を
知
ら
な
い
で
居
て
、
そ
れ
で
ま
づ
聴
者
を
し
て
、
音
覚
に
よ
つ

て
惹
起
す
る
所
の
あ
る
感
情
を
感
受
せ
し
む
る
方
法
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
感
情
即
内

容
で
あ
る
。
音
を
利
用
し
て
読
者
の
感
情
を
促
が
す
と
い
ふ
こ
と
の
可
否
は
別
に
論
ず
る
。
こ
の
所
に
て

は
、
第
一
次
思
想
を
直
タ
ヾ
チに
あ
ら
は
さ
む
と
す
る
派
の
あ
る
こ
と
を
説
い
た
ま
で
ゞ
あ
る
が
、
ど
う
し
て
も

「
言
語
形
式
」
を
伴
ふ
間
は
、
完
全
に
象
徴
主
義
を
遂
行
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
に

止
め
て
お
く
。

内
容
と
思
想
と
の
関
係
区
別
は
、
前
章
以
来
、
屡
説
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
も
は
や
明
か
に
な
つ
た
こ
と
ゝ

思
ふ
が
、
形
式
と
内
容
と
に
就
い
て
は
、
今
少
し
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
形
式
内
容
の
前
後
軽
重
を
い
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ふ
の
は
、
甚
考
へ
ざ
る
も
の
で
あ
る
。
あ
る
形
式
と
は
、
あ
る
内
容
の
外
囲
で
あ
る
。
あ
る
内
容
と
は
、

あ
る
形
式
の
内
包
で
あ
る
。
あ
る
内
包
を
と
り
去
ら
れ
た
外
囲
は
、
決
し
て
形
式
と
い
ふ
こ
と
は
出
来
な

い
。
ま
た
実
際
に
於
て
も
、
さ
う
い
ふ
も
の
ゝ
あ
る
べ
き
道
理
は
な
い
。
唯
、
便
宜
上
与
へ
た
名
称
な
の

で
、
も
と
〳
〵
独
立
し
て
存
在
す
べ
き
筈
の
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
と
共
に
、
理
論
上
、

明
か
に
区
別
は
立
て
ゝ
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
と
同
様
に
、
あ
る
外
囲
を
棄
て
た
内
包
は
、
内
容
と
名

づ
く
る
こ
と
は
出
来
ぬ
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
い
さ
さ
か
、
い
う
て
お
か
ね
ば
な
ら

ぬ
の
は
、
作
者
側
に
「
情
調
傾
向
」
と
い
ふ
主
観
的
事
実
あ
る
が
如
く
、
内
包
の
予
定
な
く
し
て
あ
ら
は

れ
た
形
式
の
後
の
内
容
と
い
ふ
も
の
も
、
成
り
立
つ
べ
き
余
地
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
形
式
の
観
念
が
明
か

に
な
れ
ば
何
の
疑
う
た
が
ひも
な
い
筈
な
の
で
あ
る
。
倫
理
学
上
の
結
果
論
と
同
じ
立
ち
場
に
あ
る
と
い
ふ
こ
と
が

出
来
よ
う
。

前
章
に
も
い
う
た
如
く
、
和
歌
は
一
面
に
お
い
て
形
式
美
に
偏
し
た
処
が
あ
る
か
ら
、
こ
の
点
は
よ
く
考

へ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
主
観
的
に
内
容
の
予
定
な
く
、
あ
る
ひ
は
そ
れ
が
乏
し
く
と
も
、
客
観
的
に
は

そ
の
形
式
に
対
し
て
、
当
然
適
当
な
内
容
が
来
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
畢
竟
す
る
に
、
動
機
論
、
結
果
論

二
つ
な
が
ら
、
理
論
上
に
も
実
際
上
に
も
欠
陥
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
理
想
と
す
る
所
は
矢
張
り
、
何
れ
に

も
陥
ら
な
い
内
容
と
形
式
と
の
調
和
に
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
今
は
そ
れ
を
論
ず
る
場
合
で
は
な
い
。
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が
、
昔
か
ら
あ
ま
り
に
こ
の
思
想
を
重
ん
じ
す
ぎ
て
居
る
。
し
か
も
、
そ
の
根
柢
に
お
い
て
は
、
詩
歌
の

思
想
と
内
容
と
の
意
義
の
混
同
が
、
大
な
る
原
因
を
な
し
て
居
る
に
相
違
な
い
。
自
然
主
義
者
の
所
謂

「
真シン
」
の
意
義
も
、
こ
の
点
の
分
別
が
大
分
ダ
イ
ブ
欠
け
て
居
る
や
う
に
見
え
る
。
つ
ま
り
、
汲
々
と
し
て
、
皆
、

形
式
、
内
容
の
交
渉
分
離
を
知
ら
ず
し
て
、
唯
、
思
想
を
偏
重
し
た
弊
を
脱
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で

あ
る
。

こ
の
前
提
に
立
つ
て
、
自
分
は
新
に
形
体
的
内
容
、
実
質
的
内
容
と
い
ふ
新
名
辞
の
説
明
を
試
み
た
い
。

実
質
的
内
容
と
は
、
作
者
の
予
定
よ
り
来
る
内
容
で
、
第
一
次
思
想
か
ら
来
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ

を
直
接
内
容
と
も
名
づ
け
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
次
に
、
形
体
的
内
容
と
は
、
内
容
の
予
定
な
く
し
て
聯

ね
ら
れ
た
る
言
語
が
、
偶
然
に
あ
る
内
容
を
有
す
る
形
式
と
な
つ
た
場
合
の
そ
の
内
容
を
い
ふ
の
で
、
畢

竟
実
質
的
内
容
と
は
、
思
想
よ
り
一
直
線
に
来
る
第
二
次
思
想
、
形
体
的
内
容
と
は
、
思
想
を
発
表
す
る

径
路
に
お
い
て
、
言
語
形
式
の
為
に
、
あ
る
他
の
内
容
を
形
つ
く
る
も
の
、
い
は
ゞ
副
産
物
と
も
称
す
べ

き
も
の
で
あ
る
。

こ
の
副
産
物
の
出
来
る
度
合
に
も
色
々
あ
る
。
或
は
こ
の
副
産
物
と
主
産
物
と
全
く
融
合
し
て
居
る
こ
と

が
あ
る
。
（
肯アヘ
て
一
致
と
は
い
は
な
い
。
殆
ど
一
致
す
る
こ
と
は
あ
る
が
、
）
そ
れ
よ
り
、
漸
く
副
産
物

の
量
を
減
じ
て
、
部
分
的
に
副
産
物
と
主
産
物
と
の
交
渉
あ
る
も
の
、
或
は
殆
ど
副
産
物
の
加
は
つ
て
居
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な
い
と
見
ゆ
る
も
の
も
あ
る
。
（
言
語
形
式
を
伴
ふ
間
は
、
ど
う
し
て
も
こ
の
副
産
物
の
含
ま
る
ゝ
の
は

拒
む
こ
と
は
出
来
な
い
。
）

唯
副
産
物
の
量
を
少
く
し
て
、
殆
ど
皆
無
と
見
ゆ
る
に
至
る
ま
で
に
す
る
の
が
従
来
の
作
家
の
理
想
で
は

あ
る
が
、
又
一
方
に
、
こ
の
副
産
物
を
巧
タ
ク
ミに
利
用
す
る
と
い
ふ
こ
と
も
、
詩
と
し
て
は
あ
な
が
ち
に
却
シ
リ
ゾく

べ
き
こ
と
で
は
な
い
と
思
ふ
。
こ
の
こ
と
は
後
に
言
語
情
調
に
就
て
述
べ
る
時
に
、
今
一
度
説
く
つ
も
り

で
居
る
。
ど
う
し
て
も
副
産
物
が
伴
は
る
ゝ
も
の
と
す
れ
ば
、
主
産
物
と
の
融
合
に
努
め
て
見
る
こ
と
も

必
要
で
あ
り
、
又
、
そ
の
融
合
の
程
度
に
よ
つ
て
価
値
の
増
減
も
自
オ
ノ
ヅか
ら
生
ず
る
訳
で
あ
る
。
然
る
に
世

の
盲
目
評
家
は
、
そ
の
過
程
に
於
て
、
形
式
と
い
ふ
も
の
を
経フ
る
こ
と
、
又
、
そ
れ
が
避
く
べ
か
ら
ざ
る

も
の
な
る
こ
と
を
忘
れ
て
、
こ
の
形
式
に
よ
つ
て
、
必
然
的
に
生
ず
る
副
産
物
の
価
値
を
認
め
な
い
も
の

す
ら
あ
る
が
、
実
に
わ
か
ら
な
い
も
甚
し
い
と
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
彼
等
は
動ヤヽ
も
す
れ
ば
技
巧
を
排
し
、

言
語
の
彫
琢
を
否
定
す
る
。
こ
れ
等
の
評
家
は
、
到
底
詩
歌
を
解
す
る
資
格
が
な
い
。
こ
れ
等
の
評
家
に

よ
つ
て
は
、
形
式
あ
る
も
の
は
、
す
べ
て
斥
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
象
徴
詩
も
彼
等
を
満
足
せ
し
む
る
こ

と
は
覚
束
な
い
。

形
体
的
内
容
と
、
実
質
的
内
容
と
の
結
合
す
る
点
に
お
い
て
、
屡
矛
盾
が
あ
る
。
是
れ
欠
陥
で
あ
る
と
共

に
、
亦
こ
れ
を
利
用
し
て
、
好
結
果
を
収
め
る
こ
と
が
あ
る
。
落
語
と
か
笑
府
と
か
は
、
畢
竟
思
想
よ
り

14和歌批判の範疇



直
通
し
て
居
る
実
質
的
内
容
と
、
言
語
形
式
に
よ
つ
て
生
ず
る
所
の
形
体
的
内
容
と
を
並
行
せ
し
め
て
、

あ
る
滑
稽
な
内
容
を
形
カ
タ
チ
ヅく
る
の
を
目
的
と
す
る
の
で
あ
る
。

川
柳
に
於
て
は
、
最
も
著
し
く
こ
の
傾
向
を
認
め
る
こ
と
が
出
来
る
。
た
と
へ
ば
、

　
　
居
候
醋
の
こ
ん
に
や
く
を
い
つ
も
喰
ひ

と
い
ふ
句
に
お
い
て
、
単
に
実
質
的
内
容
な
る  

食    

客  

シ
ヨ
ツ
カ
ク

が
い
つ
も
す﹅
の﹅
こ﹅
ん﹅
に﹅
や﹅
く﹅
の﹅
と
小
言
を
い
は

る
ゝ
と
だ
け
で
は
、
何
の
興
味
も
な
い
。
形
体
的
内
容
に
於
て
、
醋﹅
あ﹅
へ﹅
の﹅  

蒟    

蒻  

コ
ン
ニ
ヤ
ク

を
常
食
と
し
て
居

る
と
い
ふ
意
味
が
あ
ら
は
れ
て
、
実
質
的
内
容
と
並
行
し
て
、
し
か
も
終
に
は
読
者
の
観
念
界
に
実
質
的

内
容
に
あ
る
色
彩
を
帯
び
た
第
二
次
思
想
と
な
つ
て
あ
ら
は
れ
る
点
に
、
多
大
の
興
味
が
あ
る
の
で
あ
る
。

語
を
か
へ
て
い
ふ
と
、
形
体
的
内
容
と
実
質
的
内
容
と
に
よ
つ
て
形
カ
タ
チ
ヅく
ら
れ
た
る
集
合
概
念
を
抽
き
出
す

と
い
ふ
所
に
興
味
は
存
す
る
の
で
あ
る
。

　
茲
に
集
合
概
念
と
い
う
た
の
は
、
厳
格
な
意
味
に
於
て
用
ゐ
た
の
で
は
な
く
、
唯
二
つ
の
内
容
が
集
合

　
し
て
一
種
特
別
な
意
味
を
な
す
点
を
捉
へ
て
い
う
た
の
み
で
、
勿
論
こ
の
集
合
概
念
の
上
に
は
意
味
あ

　
る
予
定
あ
る
思
想
が
働
い
て
居
る
の
で
、
無
意
味
の
中
か
ら
、
意
味
を
取
り
出
す
と
い
ふ
の
で
は
な
い
。

　実
質
的
内
容
は
一
つ
で
は
あ
る
が
、
形
体
的
内
容
は
、
二
つ
以
上
に
上ノボ
る
こ
と
が
あ
る
。

実
質
的
内
容
は
、
根
本
を
作
者
の
主
観
に
お
い
て
居
る
が
、
形
体
的
内
容
は
、
読
者
の
客
観
を
基
礎
と
し
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て
居
る
。

一
体
主
観
と
い
ふ
こ
と
は
、
背
景
的
事
実
、
認
識
す
べ
か
ら
ざ
る
現
象
で
、
実
際
に
は
あ
ら
は
れ
て
来
な

い
。
す
べ
て
認
識
の
上
の
こ
と
は
、
元
来
、
皆
主
観
か
ら
出
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
い
ひ
あ
ら
は
す
場

合
に
は
必
ず
客
観
的
に
な
つ
て
来
る
。
唯
便
宜
上
そ
の
程
度
に
よ
つ
て
、
主
観
と
か
、
客
観
と
か
分
つ
の

で
あ
る
が
、
も
と
〳
〵
皆
主
観
に
発
し
た
所
の
客
観
な
の
で
あ
る
。
実
質
的
内
容
は
、
作
者
の
主
観
か
ら

発
し
て
客
観
的
段
階
を
経
て
、
読
者
の
客
観
を
俟
つ
て
、
そ
の
主
観
界
に
復
活
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ

れ
に
も
度
合
が
あ
つ
て
、
読
者
に
主
観
的
分
子
を
多
く
感
ぜ
し
む
る
も
の
が
主
観
詩
で
、
客
観
的
分
子
を

多
く
感
ぜ
し
む
る
も
の
が
客
観
詩
で
あ
る
。
形
体
的
内
容
に
つ
い
て
い
ふ
と
、
も
と
〳
〵
こ
の
表
現
は
作

者
本
来
の
目
的
で
な
い
の
で
、
元
来
は
主
観
的
で
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
あ
ら
は
す
径
路
に
於
て
主
観

的
な
表
現
法
を
も
と
る
こ
と
が
あ
る
。

繰
り
か
へ
し
て
い
ふ
と
、
思
想
は
作
者
の
主
観
に
根
柢
を
お
い
て
、
之
を
客
観
的
に
観
察
し
た
も
の
で
、

こ
れ
が
更
に
客
観
的
表
現
法
に
よ
つ
て
、
あ
る
形
式
を
採
つ
て
読
者
の
客
観
界
に
入
つ
て
、
は
じ
め
て
内

容
と
い
ふ
名
を
得
る
。
こ
れ
が
ま
た
個
々
の
読
者
の
主
観
界
に
空
想
的
仮
象
と
し
て
顕
は
れ
る
。

形
体
的
内
容
は
、
読
者
の
観
照
に
よ
つ
て
、
写
象
と
し
て
あ
ら
は
れ
る
が
、
今
一
歩
其
知
性
的
分
子
を
脱

し
て
感
性
に
入
る
と
、
感
覚
的
仮
象
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
此
感
覚
的
仮
象
が
観
念
界
に
お
い
て
、
実
質
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的
内
容
か
ら
来
た
所
の
空
想
的
仮
象
と
結
び
附
く
処
に
、
種
々
の
関
係
を
生
ず
る
。
勿
論
此
場
合
、
右
の

両
者
の
統
一
融
合
せ
ら
れ
る
と
い
ふ
の
が
理
想
で
あ
る
が
、
常
に
之
を
望
む
こ
と
は
出
来
な
い
。
し
か
し

此
理
想
地
に
至
ら
な
け
れ
ば
、
観
念
的
感
情
は
起
ら
な
い
。
感
覚
的
仮
象
に
よ
つ
て
感
覚
的
感
情
が
惹
起

せ
ら
れ
た
ば
か
り
で
は
、
文
学
の
真
の
目
的
が
達
せ
ら
れ
た
と
は
い
は
れ
ぬ
。
し
か
も
、
尚
此
上
に
大
な

る
要
件
が
あ
る
。
其
は
、
観
念
の
聯
合
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
専
ら
読
者
側
に
あ
る
こ
と
で
は

あ
る
が
、
作
者
は
予
め
適
当
な
観
念
の
聯
合
を
な
さ
し
む
る
為
、
恰
好
な
形
式
内
容
を
読
者
に
あ
た
へ
ね

ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
い
ふ
ま
で
も
な
い
。

形
体
的
内
容
は
、
読
者
側
に
お
い
て
生
ず
る
も
の
な
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、
作
者
の
予
期
は
お
な
じ

く
度
外
視
し
て
な
ら
ぬ
。

読
者
の
観
照
に
よ
つ
て
あ
ら
は
れ
る
写
象
は
、
三
つ
の
異
な
る
立
ち
場
を
有も
つ
て
居
る
。

　
　
一
、
主
観
的
表
現

　
　
二
、
客
観
的
表
現

　
　
三
、
絶
対
的
表
現

此
三
つ
の
場
合
に
つ
い
て
、
簡
単
な
説
明
を
試
み
よ
う
。

（
一
）
主
観
的
表
現
と
い
ふ
の
は
、
写
象
を
と
ほ
し
て
あ
る
主
観
が
認
め
ら
る
ゝ
も
の
。
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君○

し﹅
の﹅
ぶ﹅
草○

に
や
つ
る
る
ふ
る
里
は
松
虫
の
音
ぞ
か
な
し
か
り
け
る
（
古
今
）

　
　
わ
が
庵
は
都
の
た
つ
み
し
か
ぞ
住
む
世○

を○

う﹅
ぢ○

山○

と
人
は
い
ふ
な
り
（
同
）

前
の
歌
は
、
忍
草
の
し
の
ぶ
と
い
ふ
語
を
契
機
と
し
て
、
君
し
の
ぶ
と
い
ふ
思
想
が
結
び
つ
け
ら
れ
て
居

る
。
単
に
景ケイ
を
叙
す
る
に
止
め
ず
し
て
、
作
者
の
予
期
し
た
主
観
的
表
現
が
認
め
ら
れ
る
。

後
の
も
、
や
は
り
、
世
を
う
ぢ
山
の
う○

と
い
ふ
語
が
は﹅
ず﹅
み﹅
と
な
つ
て
、
単
に
処
を
示
す
ば
か
り
で
な
く
、

作
者
の
人
格
を
述
べ
て
、
歌
全
体
に
世○

を○

憂○

と
い
ふ
色
彩
を
帯オ
び
し
め
て
居
る
。
此
表
現
法
は
、
多
く
、

一
二
音
の
類
似
か
ら
実
質
的
内
容
の
上
に
す
つ
か
り
形
体
的
内
容
を
被
ら
し
め
て
居
る
。
然
し
時
と
し
て

は
、
全
体
で
は
な
く
一
部
分
の
実
質
的
内
容
と
結
合
し
て
居
る
の
も
見
え
る
。

　
　
ま
し
み
づ
の
細
き
な
が
れ
は
居
な
が
ら
も
手
を
ひ
た
す
ら
に
な
つ
か
し
げ
な
る
（
大
隈
言
道
、
草
径

　
　
集
）

兎
も
角
、
読
者
は
僅
か
な
音
を
媒
介
と
し
て
、
作
者
の
思
想
と
見
ゆ
る
者
を
二
種
以
上
享ウ
く
る
こ
と
が
出

来
る
の
で
あ
る
か
ら
、
非
常
に
重
宝
な
方
法
と
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

（
二
）
客
観
的
表
現
は
、
客
観
事
象
に
よ
つ
て
惹
き
起
さ
れ
た
興
味
の
印
象
が
、
全
体
的
又
は
部
分
的
に
、

実
質
的
内
容
を
蓋
う
て
居
る
も
の
で
、
此
に
は
叙
景
的
の
も
の
と
叙
事
的
の
も
の
と
が
あ
る
。

　
　
（
イ
）
桜
さ
く
遠
山
ど
り
の
し
だ
り
尾
の
な
が
〳
〵
し
日
も
あ
か
ぬ
色
か
な
（
後
鳥
羽
院
、
新
古
今
）
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忍
れ
ど
こ
ひ
し
き
時
は
あ
し
び
き
の
山
よ
り
月
の
い
で
ゝ
こ
そ
来
れ
（
貫
之
、
古
今
）

　
　
　
　
　
波
ま
よ
り
見
ゆ
る
小
島
の
は
ま
楸
ひ
さ
し
く
な
り
ぬ
君
に
あ
ひ
見
で
（
勢
語
）

　
　
　
　
　
津
の
国
の
浦
の
は
つ
島
は
つ
か
に
も
見
な
く
に
人
の
恋
し
き
や
な
ぞ
（
雅
成
親
王
、
玉
葉
）

い
づ
れ
も
景
を
叙
す
る
の
は
、
あ
る
語
を
喚
び
起
す
為
の
用
意
な
の
で
、
短
く
て
用
を
達
す
る
の
も
あ
る

が
、
大
抵
長
く
な
る
様
で
あ
る
。

叙
景
に
よ
つ
て
与
へ
ら
れ
た
印
象
が
、
し
つ
く
り
と
実
質
的
内
容
に
あ
て
は
ま
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら

ぬ
。
あ
て
は
ま
る
と
い
ふ
の
は
、
必
し
も
関
係
の
あ
る
事
実
を
述
ぶ
る
必
要
は
な
い
。
唯
そ
の
形
体
的
内

容
の
聯
想
が
、
実
質
的
内
容
と
、
傾
向
を
一
に
し
て
居
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
此
に
は
屡
失
敗
し
た
も
の

が
あ
る
が
、
左
の
も
の
ゝ
如
き
は
成
功
し
て
居
る
。

　
　
（
ロ
）
ま
す
ら
を
が
さ
つ
矢
た
ば
さ
み
た
ち
向
ひ
射
る
ま
と
か
た
は
見
る
に
さ
や
け
し
（
万
葉
）

　
　
　
　
　
よ
ひ
に
あ
ひ
て
あ
し
た
お
も
な
み
な
ば
り
に
か
け
な
が
き
妹
が
い
ほ
り
せ
り
け
む
（
同
）

　
　
　
　
　
あ
し
び
き
の
山
ど
り
の
尾
の
し
だ
り
尾
の
な
が
〳
〵
し
夜
を
ひ
と
り
か
も
ね
む
（
同
、
作
者

　
　
　
　
　
未
詳
）

　
　
　
　
　
た
ち
の
し
り
鞘
に
い
り
野
に
葛
ひ
く
我
妹
ま
袖
も
て
着
せ
て
む
と
か
も
夏
葛
ひ
く
も
（
万
葉
）

　
　
　
　
　

叙
事
的
表
現
と
い
ふ
の
も
、
畢
竟
、
此
う
ち
に
こ
め
て
説
く
事
が
出
来
よ
う
と
思
ふ
。
あ
る
観
念
、
又
は
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あ
る
思
想
を
喚
び
起
す
為
に
、
他
の
事
実
現
象
を
述
べ
て
、
そ
れ
を
契
機
と
し
て
言
語
の
類
似
、
又
は
同

一
思
想
を
捉
へ
て
、
本
題
目
に
入
る
手
段
で
あ
る
が
、
質
朴
な
万
葉
時
代
の
修
辞
法
に
は
屡
用
ゐ
ら
れ
て

居
る
。
し
か
も
、
多
く
は
本
題
よ
り
も
遥
か
に
長
く
、
形
式
の
大
部
分
を
占
め
て
居
る
事
は
注
意
せ
ね
ば

な
ら
ぬ
。

此
法
に
お
い
て
は
、
最
も
形
体
的
内
容
の
聯
想
が
、
実
質
的
内
容
と
傾
向
を
同
じ
く
す
る
必
要
が
あ
る
。

最
も
形
体
的
内
容
が
明
ら
か
に
あ
ら
は
れ
て
居
る
の
は
、
此
法
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
ま
た
、
実
質
的

内
容
を
融
合
す
る
こ
と
も
困
難
で
あ
る
。
極
め
て
単
純
な
る
感
情
を
ば
あ
ら
は
す
手
段
で
あ
る
か
ら
、
形

体
的
内
容
を
述
ぶ
る
こ
と
に
低
徊
し
て
、
な
る
べ
く
、
事
実
よ
り
も
印
象
を
深
く
与
へ
て
、
実
質
的
内
容

の
量
を
深
く
感
ぜ
し
む
る
と
い
ふ
の
が
眼
目
で
あ
る
。
此
点
は
象
徴
派
の
参
考
と
す
べ
き
も
の
で
あ
ら
う
。

（
三
）
此
表
現
法
は
、
美
的
仮
象
を
分
解
し
て
、
空
想
的
と
感
覚
的
と
の
両
写
象
に
し
て
仕
舞
つ
て
は
、

完
全
な
内
容
を
形
く
る
こ
と
の
出
来
ぬ
者
、
即
主
観
客
観
の
融
合
し
た
者
と
、
主
観
客
観
を
超
越
し
た
者

と
を
併
せ
て
い
ふ
の
で
、
名
称
に
稍
不
穏
当
な
処
あ
る
が
、
姑
シ
バ
ラく
絶
対
的
と
い
ふ
名
称
の
下
に
容イ
る
ゝ
こ

と
ゝ
し
た
。

　
　
時
鳥
ま
つ
に
し
も
さ
く
藤
の
花
人
の
心
の
な
び
く
な
り
け
り
（
加
納
諸
平
、
柿
園
詠
草
）

　
　
身
を
う
み
の
お
も
ひ
な
ぎ
さ
は
今
宵
か
な
う
ら
に
立
つ
な
み
う
ち
忘
れ
つ
ゝ
（
大
和
物
語
）
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諸
平
の
は
、
時
鳥
を
今
か
〳
〵
と
ま
つ
心
を
折
し
も
さ
い
て
居
る
藤
の
上
に
う
つ
し
て
よ
ん
だ
も
の
で
、

要
は
た
ゞ
、
人
の
心
が
時
鳥
に
な
び
い
て
居
る
と
い
ふ
実
質
的
内
容
に
帰
す
る
が
、
そ
れ
が
形
体
的
内
容

と
融
合
し
て
あ
ら
は
れ
た
美
的
仮
象
は
、
決
し
て
そ
ん
な
単
純
な
も
の
で
は
な
い
。
感
覚
的
仮
象
（
即
形

体
的
内
容
）
は
、
松
に
な
び
い
て
咲
い
て
居
る
藤
の
花
、
空
想
的
仮
象
は
、
な
く
初
声
を
ま
つ
心
が
時
鳥

に
な
び
く
と
い
ふ
こ
と
、
前
後
に
ま
つ
と
な
び
く
と
い
ふ
語
が
あ
つ
て
、
此
が
契
機
と
な
つ
て
、
両
仮
象

を
結
び
つ
け
て
居
る
が
、
其
集
合
概
念
と
し
て
あ
ら
は
れ
た
美
的
仮
象
は
、
や
ゝ
趣
を
異
に
し
て
居
る
。

松
に
な
び
い
て
居
る
藤
の
花
を
単
に
形
体
的
内
容
と
し
、
人
の
心
が
時
鳥
に
な
び
く
と
い
ふ
の
を
容
易
タ
ヤ
ス
く
、

実
質
的
内
容
と
し
て
分
つ
こ
と
が
出
来
な
い
と
こ
ろ
に
、
此
表
現
法
の
意
味
は
あ
る
。

次
の
歌
の
類
は
、
沢
山
あ
る
。
此
は
前
の
者
よ
り
は
主
観
が
明
ら
か
に
あ
ら
は
れ
て
居
る
。
う
み
は
単
に

客キヤ
クと
し
て
言
語
を
あ
や
な
す
為
に
採
ら
れ
た
ば
か
り
で
あ
る
が
、
此
種
の
者
も
か
り
に
此
部
類
に
こ
め
て

お
か
う
。

此
外
、
興
キ
ヨ
ウの
体タイ
に
属
す
る
も
の
ゝ
一
部
、
及
、
音
覚
を
主
と
す
る
者
は
、
此
う
ち
に
入
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

定
家
の
所
謂
幽
玄
体
と
称
す
る
の
は
、
非
常
に
音
覚
を
重
じ
た
者
で
、
主
観
客
観
を
出
て
絶
対
境
に
入
ら

む
と
し
て
居
る
も
の
が
多
い
。
で
あ
る
か
ら
、
従
来
の
学
者
の
如
き
、
内
容
に
形
体
的
、
実
質
的
の
両
面

の
あ
る
こ
と
の
考
へ
も
な
く
、
且
、
勿
論
二
方
面
の
区
別
を
立
て
た
後
に
、
之
を
ま
た
融
合
せ
し
め
て
考
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へ
る
こ
と
の
出
来
な
か
つ
た
頭
脳
か
ら
は
、
難
解
と
の
み
却
け
ら
れ
た
の
も 

道  

理 

モ
ツ
ト
モ

で
あ
る
が
、
今
日
で

は
も
う
そ
の
様
な
解
釈
法
で
は
い
け
な
い
。
音
覚
に
つ
い
て
は
、
す﹅
が﹅
た﹅
の
こ
と
を
説
く
場
合
に
、
更
に
、

詳
し
く
論
ず
る
つ
も
り
で
あ
る
。

右
、
略ホ
ぼ
三
つ
の
表
現
法
に
よ
つ
て
、
形
体
的
内
容
が
あ
ら
は
さ
れ
る
と
い
ふ
こ
と
を
述
べ
た
。
次
に
は

尠
し
立
ち
場
を
か
へ
て
部
分
と
全
体
と
の
考
へ
の
上
か
ら
、
形
体
的
内
容
と
実
質
的
内
容
と
の
関
係
を
説

き
た
い
。

第
一
次
思
想
の
限
界
を
加
へ
ら
れ
て
あ
ら
は
れ
た
も
の
が
実
質
的
内
容
で
あ
る
こ
と
は
、
予カネ
て
い
う
て
お

い
た
。
で
あ
る
か
ら
、
ま
づ
与
へ
ら
れ
た
形
式
の
全
体
を
う
づ
む
る
内
容
と
い
ふ
こ
と
が
出
来
る
。

次
に
、
実
質
的
内
容
に
並
行
し
て
、
同
一
の
形
式
の
上
に
統
一
せ
ら
れ
て
居
る
形
体
的
内
容
が
あ
る
。

　
　
君
恋
ふ
る
な
み
だ
の
う
ら
に
み
ち
ぬ
れ
ば
み
を
つ
く
し
と
ぞ
わ
れ
は
な
り
ぬ
る
（
新
撰
万
葉
）

君
を
恋
ふ
る
あ
ま
り
に
、
自
分
は
常
に
涙
に
お
ぼ
れ
て
居
る
。
か
く
て
は
、
我
身
を
も
終
に
つ
く
す
べ
き

か
と
い
ふ
実
質
的
内
容
に
並
ん
で
、
涙
を
湛
へ
た
中
に  

澪    

標  

ミ
ヲ
ツ
ク
シ

の
如
く
立
つ
て
居
る
と
い
ふ
形
体
的
内

容
が
、
詩
全
体
に
亘
つ
て
統
一
融
合
せ
ら
れ
て
居
る
。

右
は
、
内
容
が
並
行
し
て
居
る
場
合
を
述
べ
た
の
で
あ
る
が
、
茲
に
一
つ
注
意
し
て
お
く
べ
き
は
、
形
体

的
内
容
が
、
一
部
分
の
連
鎖
を
持
つ
て
居
る
ば
か
り
で
あ
つ
て
、
そ
れ
に
よ
つ
て
起
さ
れ
た
感
情
が
詩
全
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体
に
遍
満
し
て
居
る
場
合
が
あ
る
。
こ
れ
を
も
こ
の
場
合
に
併
せ
て
挙
げ
て
お
く
。

　
　
若
鮎
の
ひ
れ
ふ
る
姿
み
て
し
よ
り
こ
の
川
上
の
家
ぞ
恋
し
き
（
加
納
諸
平
、
柿
園
詠
草
）

こ
の
歌
は
、
万
葉
の
「
玉
島
の
こ
の
川
上
に
家
は
あ
れ
ど
君
を
や
さ
し
み
あ
ら
は
さ
ず
あ
り
き
」
と
い
ふ

歌
が
根
柢
に
な
つ
て
居
る
こ
と
を
、
こ
の
川
上
の
家
と
い
ふ
言
葉
に
よ
つ
て
悟
ら
し
む
る
。
若
鮎
は
、
領

布
を
お
こ
さ
む
為
の
語
コ
ト
バ、
新
し
く
造
ら
れ
た
枕
詞
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
唯
単
に
領
布
を
お
こ
す
ば
か
り

で
満
足
せ
ず
、
そ
の
感
じ
を
終
ま
で
も
続
け
て
居
る
。
こ
の
作
者
は
、
仮
に
、
玉
島
の
処
女
に
返
歌
せ
ら

れ
た
男
の
心
持
に
な
つ
て
、
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
実
質
的
内
容
に
お
い
て
は
、
玉
島
川
の
辺ヘン
で
会
う
た

女
が
、
自
分
の
家
は
玉
島
川
の
川
上
に
あ
る
と
い
う
て
居
つ
た
が
、
そ
の
処
女
が
別
ワ
カ
レを
惜
ん
で
領
布
を
振

つ
た
、
そ
の
姿
を
見
て
か
ら
、
玉
島
の
川
上
の
家
が
、
こ
れ
か
あ
れ
か
と
心
あ
て
に
恋
し
い
心
地
が
す
る

と
い
ふ
の
で
あ
る
が
、
形
体
的
内
容
に
よ
つ
て
惹
起
せ
ら
れ
た
感
情
は
、
ま
づ
若
鮎
の
ひ
れ
ふ
る
と
い
ふ

語
に
よ
つ
て
、
若
鮎
の
泳
い
で
居
る
様
の
感
覚
的
仮
象
を
思
ひ
浮
べ
る
。
こ
の
美
的
仮
象
は
、
次
に
来
る

こ
の
川
上
と
い
ふ
語
に
よ
つ
て
、
一
層
深
め
ら
れ
る
。
此
に
到
つ
て
は
、
若
鮎
と
処
女
と
を
判
然
と
わ
け

て
は
、
想
像
の
う
へ
に
あ
ら
は
れ
て
来
な
い
。
処
女
の
こ
と
を
述
べ
た
の
だ
と
い
ふ
意
識
は
明
か
に
あ
り

な
が
ら
、
感
覚
的
仮
象
か
ら
出
た
鮎
の
川
に
泳
ぐ
様
の
色
彩
を
、
実
質
的
内
容
か
ら
来
た
空
想
的
仮
象
の

上
に
被
ら
し
め
て
居
る
と
い
ふ
べ
き
で
あ
る
。
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