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銘
酊
船

　
　
さ
て
わ
れ
ら
こ
の
日
よ
り
星
を
注すす
ぎ
て
乳
汁
色

ち
ち
い
ろ

の

　
　
海
原
の
詩うた
に
浴
し
つ
ゝ
緑
な
す
瑠
璃
を
啖くら
ひ
行
け
ば

　
　
こ
ゝ
吃
水
線
は
恍
惚
と
し
て
蒼
ぐ
も
り

　
　
折
か
ら
水
死
人
の
た
ゞ
一
人
ひ
と
り
想
ひ
に
沈
み
降
り
行
く

　
　

　
　
見
よ
そ
の  

蒼    

色  

あ
を
ぐ
も
り

忽
然
と
し
て
色
を
染
め

　
　  

金  

紅  

色  

き
ん
こ
う
し
よ
く

の
日
の
下
に
わ
れ
を
忘
れ
し 

揺  

蕩 

た
ゆ
た
ひ

は

　
　 

酒  

精 

ア
ル
コ
ル

よ
り
も
な
ほ
強
く
汝なれ
が
立
琴
リ
イ
ル
も
歌
ひ
え
ぬ
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愛
執
の
苦にが
き
赤
痣
を
醸
す
な
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ル
チ
ュ
ル
・
ラ
ン
ボ
オ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
林
秀
雄

こ
の
援
用
文
は
、
幸
福
な
美
し
い
引
例
と
し
て
、
短
い
私
の
論
文
の
最
初
に

か
か
げ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
幸
福
な
引
証
す
ら
、
不
幸
な
一
面
を
以
て
触
れ

て
来
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
余
の
数
千
百
篇
の
泰
西
詩
が
、
わ
れ
わ
れ
に
こ

う
い
う
風
に
し
か
受
け
取
ら
れ
て
い
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
を
示
す
、
最
も

ふ
さ
わ
し
い
証
拠
に
な
っ
て
く
れ
て
い
る
。
象
徴
派
の
詩
篇
の
、
国
語
に
訳

出
せ
ら
れ
た
も
の
は
、
実
に
夥
お
び
た
だし
い
数
で
あ
る
。
だ
が
凡
お
よ
そ、
こ
ん
な
風
に
わ

れ
わ
れ
の
理
会
力
を
逆
立
て
、
穿
あ
な
ぐり
考
え
て
見
て
も
結
局
、
到
底
わ
か
ら
な
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い
、
と 

溜  

息 

た
め
い
き

を
吐
か
せ
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
う
言
う
経
験
を
正
直
に
告
白

し
た
い
人
は
、
ず
い
ぶ
ん
多
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

小
林
秀
雄
さ
ん
の
翻
訳
技
術
が
こ
れ
程
発
揮
せ
ら
れ
て
い
な
が
ら
、
そ
れ
で

い
て
、
原
詩
の
、
幻
想
と
現
実
と
が
並
行
し
、
語
の
翳
と
暈
と
の
相
か
さ
な

り
靡なび
き
あ
う
趣
き
が
、
言
下
に
心
深
く
沁し
み
入
っ
て
行
く
と
言
う
わ
け
に
は

い
か
な
い
。
此
は
唯
こ
の
詩
の
場
合
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
凡
象
徴
派

の
詩
で
あ
る
以
上
は
、
誰
の
作
品
、
誰
の
訳
詩
を
見
て
も
、
も
っ
と
難
解
で

あ
り
、  

晦    

渋  

か
い
じ
ゅ
う

で
あ
る
の
が
、
普
通
な
の
で
あ
る
。
そ
う
言
う
こ
と
の
あ

っ
た
度
に
、
早
合
点
で 

謙  

遜 

け
ん
そ
ん

な
わ
れ
わ
れ
は
、
理
会
に  

煉    

熟  

れ
ん
じ
ゅ
く

し
て
い

な
い
自
分
を
恥
じ
て
来
た
も
の
だ
。
併
し
其
は
、
私
た
ち
の
罪
で
も
な
く
、

又
多
く
の
場
合
、
訳
述
者
の
咎とが
で
も
な
い
こ
と
が
、
段
々
わ
か
っ
て
来
た
。
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そ
れ
は
国
語
と
国
語
と
が
違
い
、
又
国
語
と
国
語
と
に
し
み
こ
ん
で
い
る
表

現
の
習
慣
の
違
い
か
ら
来
て
い
る
。
日
本
の
国
語
に
翻うつ
し
後あと
づ
け
て
行
っ
た

詩
の
こ
と
ば
こ
と
ば
が
、
ら
ん
ぼ
お
や
ぼ
お
ど
れ
い
る
や
、
そ
う
言
っ
た
人

の
育
っ
て
来
、
又
人
々
の
特
殊
化
し
て
行
っ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
国
語
の
陰
影
を

吸
収
し
て
行
か
な
い
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
の
友
人
の
多
く
は
、
外
国
の
象
徴
詩
を
国
語
に
翻
訳
し
た
そ
の
瞬

間
、
自
分
た
ち
の
予
期
せ
な
か
っ
た
訳
文
の
、
目
の
前
に
展
ひ
ろ
がっ
て
い
る
の
を

見
て
、
驚
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
人
が
原
作
に
忠
実
な
詩
人
で
あ
れ
ば

あ
る
程
、
訳
詩
が
ち
っ
と
も
、
も
と
の
姿
を
う
つ
し
て
い
な
い
こ
と
に
悲
観

し
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。
そ
れ
ほ
ど
日
本
語
は
、
象
徴
詩
人
の
欲
す
る
よ

う
な 

隈  

々 

く
ま
ぐ
ま

を
持
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
単
に
象
徴
性
能
の
あ
る
言
語
や

6詩語としての日本語



詞
章
を
求
め
れ
ば
、
日
本
古
代
の
豊
富
な
律
文
集
の
う
ち
か
ら
探
り
出
す
こ

と
は
そ
う
困
難
な
こ
と
で
は
な
い
。
だ
が
、 

所  

謂 

い
わ
ゆ
る

象
徴
詩
人
の
象
徴
詩
に

現
れ
た
言
語
の
、
厳
格
な
意
味
に
お
け
る
象
徴
性
と
言
う
も
の
は
、
実
際
蒲

原
有
明
さ
ん
の
象
徴
詩
の
試
作
の
示
さ
れ
る
ま
で
は
、
夢
想
も
し
な
か
っ
た

こ
と
だ
っ
た
。
私
は
ま
だ
覚
え
て
い
る
。
そ
う
し
た
、
氏
の
何
番
目
か
の
作

物
に
、
「
朝
な
り
、
や
が
て
濁
り
川
…
…
」
（
後
、
「
朝
な
り
、
や
が
て
川

筋
は
…
…
」
と
言
う
風
に
改
っ
た
と
覚
え
て
い
る
）
を
も
っ
て
始
ま
る
短
篇

の
発
表
の
あ
っ
た
時
、
我
々
の
心
は
あ
る
感
情
の
籠こも
っ
た
と
よ
み
を
挙
げ
た
、

あ
の
感
動
の
記
憶
を
失
わ
な
い
で
い
る
。
た
だ
一
種
の
心
う
ご
き
　
　
楽
し

い
と
も
不
安
な
と
も
、
何
と
も
名
状
の
出
来
ぬ
動
揺
の
起
っ
た
も
の
で
あ
っ

た
。
も
っ
と
我
々
が
静
か
に
思
い
見
る
事
が
出
来
た
の
だ
っ
た
ら
、
日
本
語
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が
全
く
経
験
の
な
い
発
想
の
突
発
に
、
驚
き
の
そ
よ
ぎ
を
立
て
て
い
た
か
も

知
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
蒲
原
氏
、
ひ
き
つ
づ
い
て
薄
田
泣
菫
さ

ん
以
下
の
人
々
の
象
徴
詩
に
、
相
当
に
わ
れ
わ
れ
に
も
理
会
の
出
来
る
も
の

が
現
れ
た
。
そ
れ
を
今
く
り
返
し
て
見
る
と
、
そ
う
言
う
の
は
、
多
く
は
、

譬ひ
喩ゆ
詩
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
、
譬
喩
詩
の
持
っ
て
い
る
鍵
を
も

っ
て
、
象
徴
詩
を
開
い
た
も
の
と
思
い
違
え
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
あ

る
。
そ
の
当
時
上
田
敏
さ
ん
等
の
仲
間
で
、
蒲
原
氏
の
創
作
詩
の
解
き
難
い

部
分
を
ふ﹅
ら﹅
ん﹅
す﹅
作
業
で
あ
っ
た
。
全
く
の
見
物
に
す
ぎ
な
か
っ
た
わ
れ
わ

れ
の
見
る
所
で
は
、
本
道
に
象
徴
と
言
う
事
を
人
々
が
理
会
し
た
の
は
、
こ

れ
か
ら
の
事
だ
っ
た
。 

物  

訣 

も
の
わ
か

り
の
よ
い
当
時
の
評
論
家
角
田
浩
々
歌
客
す

ら
、
象
徴
と
、
興
体
の
詩
と
を
一
つ
に
し
て
い
た
時
代
で
あ
る
。
上
田
氏
の
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為
事
し
ご
と
は
、
多
く
の
若
い
象
徴
詩
人
の
よ
い
糧
と
な
っ
て
行
っ
た
。
け
れ
ど
も

多
く
の
詩
篇
は
、
あ
ま
り
表
現
の
手
馴
れ
た
、
日
本
的
の
も
の
に
な
り
す
ぎ

て
い
て
、
ど
う
か
す
る
と
、
平
明
な
抒
情
詩
で
で
も
あ
る
様
に
見
え
た
の
で

あ
っ
た
。
三
木
露
風
氏
・
北
原
白
秋
氏
そ
の
他
の
人
々
の
象
徴
詩
と
言
わ
れ

た
も
の
も
、
だ
か
ら
上
田
氏
式
な
象
徴
詩
の
理
会
に
立
っ
て
出
来
た
も
の
で

あ
っ
た
訣わけ
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
で
い
て
、
誰
も
満
足
は
し
て
い
な
か
っ
た
。

お
そ
ら
く
こ
の
ほ
か
に
ま
だ
象
徴
詩
の
領
分
が
あ
る
の
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い

た
ら
し
い
事
は
、
考
え
ら
れ
る
。
何
よ
り
も
讃たた
う
べ
き
は
、
若
い
時
代
に
す

ぐ
れ
た
感
受
を
持
っ
た
詩
人
た
ち
の
多
か
っ
た
事
で
あ
る
。
そ
の
後
四
十
年
、

日
本
詩
壇
で
は
、
其
昔
詩
の
若
か
っ
た
時
代
の
ま
ま
に
、
象
徴
詩
は
栄
え
て

い
る
。
此
間
に
、
わ
れ
わ
れ
が
眺
め
て
い
た
象
徴
詩
の
動
き
は
ど
う
だ
っ
た
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ろ
う
。
詩
人
た
ち
は
あ
ま
り
日
本
化
せ
ら
れ
た
象
徴
詩
が
、
泰
西
の
象
徴
詩

と
縁
遠
く
な
っ
て
い
る
事
を
感
じ
た
。
こ
れ
を
救
う
に
は
、
詩
語
或
は
詞
章

の
文
体
に
限
っ
て
、
ふ
ら
ん
す
其
外
の
象
徴
派
詩
人
の
も
つ
言
語
・
詞
章
そ

の
ま
ま
に
し
た
て
る
ほ
か
は
な
い
と
考
え
た
。
日
本
語
を
欧
洲
の
文
体
に
す

る
と
言
う
事
は
、
詩
自
身
ふ
ら
ん
す
語
・
ど
い
つ
語
そ
の
外
の
語
で
書
く
と

言
う
の
と
同
じ
事
で
あ
っ
て
、
日
本
語
で
詩
を
作
る
事
に
は
な
ら
な
い
。
国

語
は
、
そ
う
し
た
象
徴
詩
の
国
々
と
、
語
族
が
違
い
過
ぎ
て
い
た
。
其
上
ろ

う
ま
方
言
の
国
境
外
に
遠
く
離
れ
て
い
る
日
本
語
に
よ
る
詩
人
で
あ
る
が
た

め
に
、
　
　
譬たと
え
ば
、
り
る
け
が
故
郷
以
外
の
二
三
个か
国
の
言
葉
で
表
現
し

た
よ
う
に
、
又
極
め
て
稀まれ
な
例
と
し
て
、
ヨ
ネ
・
ノ
グ
チ
が
あ
め
り
か
英
語

で
詩
を
書
い
た
様
に
は
行
か
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
苦
し
い
中
か
ら
、
最
、
適
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当
な
方
法
が
考
え
出
さ
れ
て
来
た
。
国
語
に
訳
さ
れ
た
泰
西
の
詩
の
翻
訳
文

体
を
学
ぶ
事
で
あ
る
。
相
当
に
日
本
化
し
た
、
と
言
っ
て
も
直
訳
手
法
に
沿

う
た
文
体
は
、
上
田
氏
の
「
海
潮
音
」
の
訳
詩
の
様
に
は
こ
な
れ
て
い
な
い
。

其
所
に
あ
る
程
度
ま
で
、
西
洋
象
徴
詩
の
お
も
か
げ
が
見
ら
れ
よ
う
と
言
う

も
の
で
あ
る
。
象
徴
派
詩
人
た
ち
の
訳
詩
集
な
ど
に
出
て
来
る
文
体
或
は
語

句
、
言
い
か
え
れ
ば
、
国
語
で
あ
り
な
が
ら
、
詩
の
用
語
な
る
古
典
語
や
、

標
準
語
と
は
違
っ
た
印
象
を
与
え
る
詩
語
と
文
体
が
、
目
に
立
っ
て
多
く
な

っ
て
来
た
。
そ
れ
に
向
け
て
更
に
出
来
る
だ
け
自
分
の
表
現
を
近
づ
け
て
行

く
と
謂い
っ
た
方
法
が
考
え
ら
れ
て
来
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
成
功
す
れ
ば
、

外
国
語
の
文
脈
に
う
つ
し
て
見
た
第
二
の
国
語
の
流
れ
が
現
れ
て
来
る
こ
と

に
な
る
訣わけ
で
あ
る
。
だ
が
最
初
に
あ
げ
た
小
林
氏
の
訳
詩
が
見
せ
て
い
る
よ
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う
に
、
そ
う
言
う
文
体
に
な
じ
ん
だ
専
門
詩
人
だ
け
に
は
、
あ
る
点
ま
で
は

や
っ
と
通
じ
る
文
体
と
は
な
っ
て
来
た
が
、
其
他
一
切
の
国
語
使
用
者
　
　

国
民
に
は
、
た
だ
印
象
の
錯
雑
し
た
不
思
議
な
文
体
と
し
か
感
ぜ
ら
れ
ぬ
も

の
に
な
っ
た
。
こ
の
儘まま
に
進
ん
で
行
け
ば
、
専
門
家
以
外
に
も
承
認
せ
ら
れ

る
文
体
が
出
来
る
か
も
知
れ
ぬ
が
、
急
に
そ
う
し
た
自
信
は
持
て
な
い
。
極

め
て  

晦    

渋  

か
い
じ
ゅ
う

な
第
二
国
語
と
し
て
、
殆
、
詩
人
圏
だ
け
に
通
用
す
る
階
級

語
の
よ
う
に
な
っ
て
行
く
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
平
易
明
快
な
ば
か
り
が
、

詩
の
価
値
で
は
な
い
。
白
楽
天
・
ろ
ん
ぐ
ふ
ぇ
ろ
う
　
　
が 

軽  

蔑 

け
い
べ
つ

さ
れ
る

一
面
も
、
其
点
で
あ
る
。
併
し
何
と
し
て
も
、
詩
を
生
む
心
の
豊
か
さ
か
ら
、

い
ろ
ん
な
表
現
が
派
生
し
て
、
単
純
な
理
会
者
に
は
受
け
取
り
に
く
い
も
の

が
あ
る
と
言
う
事
も
恥
ず
べ
き
事
で
は
な
い
。
併
し
二
つ
の
国
語
の
接
触
・
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感
染
・
影
響
と
言
う
様
な
直
接
な
効
果
で
は
な
く
、
一
種
不
思
議
な
翻
訳
文

が
間
に
横
わ
っ
て
い
て
、
そ
れ
の
持
つ
原
語
と
も
、
国
語
と
も
ど
ち
ら
に
つ

か
ず
の
文
体
が
、
基
礎
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
、
何
と
し
て
も
健
全
と
は
言

え
ぬ
。
我
々
の
象
徴
詩
に
対
し
て
持
つ
情
熱
は
決
し
て
そ
う
し
た
え
き
ぞ
ち

し
ず
む
を
対
象
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
す
で
に
有
明
・
泣
菫
以
来
半
世

紀
に
近
い
象
徴
表
現
の
努
力
が
い
ま
だ
に
方
法
的
に
完
成
し
な
い
そ
の
前
に
、

気
移
り
し
か
け
て
い
る
の
は
誇
る
べ
き
事
で
は
な
い
。
如
何
に
し
て
も
、
時

を
経
た
だ
け
の
効
果
を
収
め
得
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
詩
語
た
る
国
語
の
障

壁
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
詩
語
は
、
実
体
か
ら
う
つ
し
た
も
の
で
な
く
、

そ
の
実
体
の
影
を
写
し
た
も
の
と
言
う
べ
き
用
語
と
文
体
か
ら
出
来
て
い
る

所
に
あ
る
と
思
う
。
け
れ
ど
も
詩
語
は
ど
こ
ま
で
も
、
第
一
国
語
と
同
じ
も
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の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
と
言
う
訣
で
は
な
く
、
第
二
国
語
と
し
て
独
立
し
な

い
ま
で
も
、
第
一
国
語
に
対
し
て
も
っ
と
自
由
で
あ
っ
て
よ
い
訣
だ
。
そ
こ

に
詩
語
の
権
威
が
あ
る
。
第
一
国
語
か
ら
離
れ
す
ぎ
て
い
る
と
言
う
事
が
誇

る
べ
き
事
で
な
い
と
同
じ
に
、
そ
れ
に
近
い
と
言
う
事
が
必
し
も
詩
語
の
強

み
に
な
る
訣
で
も
な
い
。
一
口
に
言
え
ば
、
詩
語
が
現
代
語
や
近
代
語
と
同

じ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
言
う
こ
と
も
、
こ
の
理
由
か
ら
声
高
く
主
張

す
る
事
は
出
来
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
生
命
を
ゆ
す
る
程
、
わ
れ
わ
れ
の
感
情

に  

直    

截  

ち
ょ
く
せ
つ

な
も
の
は
、
今
使
わ
れ
て
い
る
国
語
な
の
だ
か
ら
、
詩
語
と
日

常
語
と
が
同
じ
で
あ
る
と
言
う
事
は
、
一
通
り
も
二
通
り
も
考
え
て
よ
い
こ

と
だ
。
だ
が
多
く
日
常
の
第
一
国
語
は
、
詩
語
と
し
て
の  

煉    

熟  

れ
ん
じ
ゅ
く

を
経
て

い
な
い
。
た
だ
生
き
た
ま
ま
の
語
で
あ
る
。
こ
の
日
常
生
活
に
は
極
度
に
生
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活
力
を
も
っ
た
第
一
国
語
の
生
活
力
を
、
詩
語
と
し
て
の
生
活
力
に
換
算
す

る
の
が
、
今
日
の
詩
人
の
為
事
し
ご
と
で
も
あ
り
、
大
き
な
期
待
で
も
あ
る
。
そ
れ

の
望
ま
れ
な
い
凡
庸
人
に
と
っ
て
は
、
日
常
語
は
単
な
る
ま
る
た
ん
棒
で
あ

る
。
丸
太
棒
の
も
つ
素
朴
な
外
貌
に
幻
惑
せ
ら
れ
て
、
第
一
国
語
即
詩
語
説

を
主
張
す
る
だ
け
な
ら
、
甚
し
い
早
合
点
で
あ
る
。
だ
が
場
合
に
よ
っ
て
は
、

現
在
の
第
一
国
語
の
ほ
か
に
、
用
い
て
効
果
の
期
待
出
来
な
い
題
材
が
あ
る
。

其
は
唯
現
実
の
生
活
を
表
現
す
る
こ
と
に
お
い
て
の
み
意
味
の
あ
る
場
合
で

あ
る
。
だ
が
其
す
ら
、
時
と
し
て
は
、
技
術
者
の
習
練
に
よ
っ
て
、
第
二
国

語
　
　
一
層
溯
さ
か
の
ぼっ
て
詩
語
と
し
て
の 
鍛  
錬 
た
ん
れ
ん

を
経
た
古
語
を
用
い
て
、
効
果

を
あ
げ
る
こ
と
が
あ
る
。
だ
が
そ
の
場
合
は
、
現
実
の
け
ば
け
ば
し
さ
、
生

な
ま
し
さ
は
、
静
か
に
底
に
沈
ん
で
柔
か
な
光
を
放
つ
で
あ
ろ
う
、
が
、
こ
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れ
は
一
種
の
あ
な
く
ろ
に
ず
む
に
価
値
を
置
い
て
作
る
時
に
限
る
も
の
で
あ

る
。
こ
れ
で
見
て
も
、
詩
は
必
し
も
現
実
の
言
葉
を
以
て
、
表
現
す
る
だ
け

で
は
な
く
、
古
語
を
置
き
替
え
る
事
も
自
由
な
の
だ
か
ら
、
其
所
に
現
れ
て

来
る
も
の
も
、
あ
な
く
ろ
に
ず
む
と
言
い
棄
て
ら
れ
ぬ
こ
と
が
多
い
。
語
自

身
が
論
理
的
で
な
い
こ
と
を
示
す
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
言
い
か
え
れ
ば
、

一
種
え
き
ぞ
ち
っ
く
な
感
情
を
持
た
せ
る
こ
と
、
又
そ
れ
よ
り
は
も
っ
と
正

し
げ
に
見
え
る
詩
の
古
く
か
ら
の
習
慣
か
ら
割
合
い
に
高
く
評
価
せ
ら
れ
て

来
た
、
其
反
感
か
ら
、
結
果
と
し
て
逆
に
古
語
に
よ
る
文
体
は
、
実
質
以
上

に 

軽  

蔑 

け
い
べ
つ

せ
ら
れ
て
い
る
。
併
し
現
代
語
で
　
　
例
え
ば
中
世
以
前
の
抒
情

詩
を
書
く
事
は
、
論
理
的
に
は
正
し
く
な
い
様
に
見
え
る
に
か
か
わ
ら
ず
、

今
の
詩
人
は
多
く
之
を
正
し
い
も
の
と
認
め
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
今
人
と
し
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て
の
有
力
な
一
つ
の
表
現
様
式
の
文
体
で
あ
る
か
ら
、
拒
む
理
由
が
無
い
の

で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
現
実
詩
を
ば
、
古
語
・
中
世
語
又
は
、
近
古
語
で
列
つ
ら

ね
る
の
も
、
其
と
同
じ
事
で
、
や
は
り
一
つ
の
文
体
と
し
て
認
め
ね
ば
な
ら

ぬ
。
そ
こ
に
あ
な
く
ろ
に
ず
む
を
考
え
る
の
は
、
第
一
国
語
と
し
て
の
錯
誤

感
を
及
し
て
来
る
訣
な
の
で
あ
る
。
古
語
が
詩
の
文
体
の
基
礎
と
し
て
勢
力

を
持
っ
た
事
が
長
く
、
詩
は
此
に
よ
る
外
は
な
い
と
ま
で
思
わ
れ
て
い
た
時

期
が
あ
ま
り
続
い
た
の
で
あ
る
。
古
語
表
現
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
の
は
、

そ
の
長
い
圧
倒
的
な
古
語
の
勢
力
の
時
代
に
対
す
る
不
快
感
を
、
ま
だ
持
ち

つ
づ
け
て
い
る
訣
な
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
現
代
文
が
一
番
意
味
の
あ
る
訣
は
、
わ
れ
わ
れ
が
生
存

の
手
段
と
し
て
生
命
を
懸
け
て
お
り
、
又
そ
れ
を
生
し
も
滅
し
も
す
る
程
の
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関  

聯 
か
ん
れ
ん

を
持
っ
て
い
る
言
葉
は
、
現
代
語
以
外
に
は
な
い
。
だ
か
ら
わ
れ
わ

れ
が
生
命
を
以
て
う
ち
か
か
っ
て
ゆ
く
詩
語
は
、
現
代
語
で
あ
る
訣
な
の
で

あ
る
。
こ
れ
は
単
な
る
論
理
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
事
実
で
あ
り
、
わ
れ

わ
れ
の
生
命
で
あ
る
。
こ
の
生
命
を
持
た
な
い
言
語
を
、
詩
語
と
し
て
綴
っ

た
場
合
に
は
、
そ
れ
が
古
語
で
な
く
て
、
現
代
語
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
其

は
全
く
意
味
の
な
い
努
力
に
な
る
。
唯
古
語
は
近
世
又
は
中
世
以
前
の
言
葉

で
あ
り
、
当
然
詩
語
と
し
て
も
生
い
先
短
い
語
で
あ
る
　
　
人
は
詩
語
を
第

一
国
語
に
ひ
き
直
し
て
み
て
、
或
は
す
で
に
滅
び
た
言
葉
と
し
て
見
る
こ
と

が
あ
る
。
そ
れ
は
誤
り
で
あ
る
と
と
も
に
、
生
命
の
わ
れ
わ
れ
と
強
く
つ
な

が
っ
て
い
る
現
代
語
が
、
詩
語
と
し
て
の
生
命
を
失
っ
た
場
合
に
は
、
目
も

あ
て
ら
れ
な
い
も
の
と
な
る
。
そ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
第
一
国
語
に
還
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元
す
る
か
ら
で
あ
る
。
或
は
初
め
か
ら
詩
語
と
し
て
用
い
ら
れ
ず
に
、
対
話

の
中
の
ご
ろ
た
石
・
丸
太
棒
と
し
て
転
が
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ

る
。
私
な
ど
は
、
今
の
作
者
の
中
、
最
古
語
を
使
う
者
の
内
に
這は
入い
る
者
で

あ
る
。
併
し
私
に
と
っ
て
は
、
古
語
は
完
全
な
第
二
国
語
で
あ
る
。
私
ら
の

場
合
は
む
し
ろ
外
国
語
に
持
つ
感
覚
に
似
た
も
の
を
、
古
語
に
感
じ
て
其
連

接
せ
ら
れ
た
文
章
の
上
に
、
生
命
を
托たく
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

外
国
語
は
全
体
と
し
て
は
、
わ
れ
わ
れ
と
生
命
の
つ
な
が
り
は
、
非
常
に
乏

し
い
。
併
し
乏
し
い
だ
け
に
、
　
　
切
っ
て
も
切
れ
な
い
、
で
も
其
を
強
い

て
も
断
絶
さ
せ
て
行
か
な
け
れ
ば
、
生
命
あ
る
表
現
の
出
来
な
い
と
言
う
国

語
の
系
統
や
、
類
型
か
ら
離
れ
た
表
現
が
期
待
せ
ら
れ
る
。
古
語
の
場
合
も

そ
れ
に
似
て
、
近
代
語
の
持
つ
平
俗
な
関
聯
や
、
知
識
を
截き
り
放
し
て
し
ま
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う
事
が
出
来
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
親
し
み
の
点
に
於
て
は
、
わ
れ
わ
れ
の
今

使
っ
て
い
る
第
一
国
語
と
一
つ
づ
き
で
あ
る
祖
先
語
だ
が
、
特
別
な
語
学
的

教
養
の
あ
る
人
以
外
に
は
、
ま
る
き
り
外
国
語
と
同
じ
も
の
で
あ
る
。
だ
か

ら
又
、
現
在
の
言
葉
と
関
係
の
な
い
古
語
で
あ
る
程
、
そ
こ
に
効
果
が
出
る

訣
だ
。
唯
言
語
の
一
部
分
に
於
て
、
わ
れ
わ
れ
の
知
っ
て
い
る
中
世
語
或
は

古
語
の
結
び
つ
き
を
見
る
事
も
あ
る
。
時
と
し
て
は
そ
の
単
語
全
体
が
、
読

者
に
と
っ
て
は
唯
祖
先
語
で
あ
る
と
言
う
だ
け
の
親
し
み
を
感
じ
さ
せ
る
に

過
ぎ
な
い
も
の
も
あ
る
。
そ
う
い
う
古
語
が
、
平
俗
な
口
語
文
体
の
中
に
ち

ら
ば
ら
と
は
め
込
ま
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
一
遍
に
凡
庸
な
国
語
と
感
ぜ

ら
れ
、
古
語
の
持
っ
て
い
る
え
き
ぞ
ち
っ
く
な
味
す
ら
受
け
容
れ
ら
れ
な
い

場
合
の
あ
る
の
が
、
最
非
難
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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現
在
の
詩
壇
の
有
様
を
見
る
と
、
あ
る
部
分
ま
で
、
作
家
た
ち
の
詩
は
、
日

本
語
を
忌
避
し
て
い
る
様
に
見
え
る
。
考
え
の
あ
る
人
は
、
自
分
の
用
い
る

言
葉
が
、
日
本
語
的
な
印
象
を
与
え
過
ぎ
る
事
を
嫌
っ
て
い
る
様
に
も
見
え

る
。
日
本
語
が
平
俗
だ
と
考
え
て
い
る
以
上
に
、
外
国
語
の
持
っ
て
い
る
様

な 

陰  

翳 

い
ん
え
い

を
自
在
に
浮
べ
る
事
の
出
来
な
い
の
を
悪にく
ん
で
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

だ
か
ら
何
の
た
め
の
詩
語
か
。
結
局
凡
庸
な
表
現
力
し
か
持
た
な
い
日
本
語

で
は
な
い
か
。
而
も
現
在
と
関
係
の
な
い
、
ど
う
祷いの
っ
て
も
転
生
す
る
望
み

の
な
い
山
の
石
の
様
な
詩
語
に
過
ぎ
な
い
の
だ
。
　
　
こ
う
言
う
風
に
、
特

に
詩
語
と
し
て
用
い
ら
れ
た
古
語
を
見
く
び
ろ
う
と
す
る
。
だ
が
明
治
以
後

ど
の
詩
派
が
、
最
古
語
を
用
い
た
か
。
そ
れ
を
考
え
る
と
、
我
々
の
予
期
す

る
所
と
は
反
対
に
な
っ
て
い
る
。
有
明
・
泣
菫
以
下
の
象
徴
詩
勃
興
時
代
の
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詩
人
た
ち
を
見
る
と
、
皆
驚
く
ば
か
り
古
語
を
使
っ
て
い
る
。
あ
の
古
語
な

ん
か
に
何
の
関
係
も
持
た
な
い
様
に
見
え
る
泡
鳴
す
ら
、
盛
に
こ
れ
を
利
用

し
て
い
る
。
蒲
原
氏
に
も
同
様
の
傾
向
は
あ
っ
た
が
、
　
　
古
語
を
活いか
し
、

古
語
と
近
代
語
・
現
代
語
と
の
調
和
の
上
に
生
命
あ
る
律
的
感
覚
の
美
し
さ

を
与
え
た
の
は
、
蒲
原
氏
な
の
だ
が
、
　
　
之
を
使
っ
た
上
か
ら
見
れ
ば
、

薄
田
氏
の
方
が
著
し
く
多
い
。

薄
田
氏
の
詩
に
は
驚
く
ば
か
り
古
語
が
取
り
込
ま
れ
て
い
る
。
泣
菫
さ
ん
に

驚
く
事
は
、
私
の
様
な
古
文
体
の
研
究
を
専
門
と
す
る
者
に
す
ら
、
生
命
の

感
じ
ら
れ
な
い
死
語
の
摂
取
せ
ら
れ
て
い
る
事
で
あ
る
。
泣
菫
の
語ご
彙い
を
批

評
し
た
鉄
幹
は
、
極
め
て  

鄭    

重  

て
い
ち
ょ
う

な
言
い
廻
し
で
は
あ
る
が
、
極
め
て
皮

肉
な
語
気
を
以
て
噂
し
た
（
明
星
）
。
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た
と
え
ば
「
青○

水○

無○

月○

と
言
ふ
語
は
、
わ
れ
〳
〵
は
辞
書
に
す
ら
見
出
す
事

は
出
来
な
い
が
、
薄
田
氏
だ
か
ら
拠
り
所
が
あ
る
に
違
ひ
な
い
。
美
し
い
言

葉
だ
」
と
言
う
風
に
。
当
時
の
詩
人
・
文
人
の
間
に
行
わ
れ
た
勉
強
の
一
つ

で
、
辞
書
を
読
み
、
そ
の
美
し
い
語
を
覚
え
る
、
そ
う
言
う
行
き
方
の
、
泣

菫
さ
ん
に
あ
り
過
ぎ
る
こ
と
を
諷
刺
ふ
う
し
し
た
も
の
で
あ
る
。
矮○

人○

を
ち﹅
ひ﹅
さ﹅
ご﹅

詩
と
し
て
の
価
値
の
乏
し
さ
を
感
ぜ
さ
せ
る
の
は
何
に
よ
る
の
か
。
直
観
的

に
わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
嫌
悪
を
感
じ
る
。
そ
れ
は
ま
だ
詩
の
文
体
を
発
見
し
な

い
時
代
で
あ
り
、
既
に
発
見
し
て
居
て
も
、
平
俗
な
ば
ら
っ
ど
　
　
日
本
的

に
言
え
ば
く
ど
き
節
　
　
の
臭
気
を
さ
え
深
く
帯
び
て
居
た
。
言
葉
の
排
列

が
、
独
立
し
た
文
体
の
感
覚
を
起
さ
せ
れ
ば
、
詩
と
し
て
の
基
礎
と
、
更
に

詩
と
し
て
の
価
値
の
半
分
は
出
来
上
っ
て
い
る
の
だ
と
言
う
反
省
な
ど
は
、
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持
つ
事
の
出
来
な
い
時
代
で
あ
っ
た
。
あ
る
人
々
は
、
七
五
調
四
行
の
今
様

を
準
拠
と
し
よ
う
と
し
、
あ
る
人
々
は
、
五
七
連
節
の
長
歌
に
よ
ろ
う
と
し

た
外
は
、
漠
然
と
西
洋
詩
型
に
、
生
命
を
托たく
し
よ
う
と
し
た
。
併
し
日
本
語

を
ば
西
洋
詩
型
に
入
れ
よ
う
と
す
る
事
が
、
ど
う
言
う
意
味
を
持
っ
て
い
る

か
、
そ
う
言
う
こ
と
の
思
わ
れ
な
い 

啓 

蒙 

期 

け
い
も
う
き

で
あ
っ
た
。
詩
は
発
想
で
あ

り
、
思
想
を
ま
ず
生
活
化
し
て
そ
の
生
活
の
律
動
に
よ
っ
て
、
新
し
い
詩
型

は
生
れ
る
筈
だ
っ
た
が
、
そ
れ
を
考
え
る
事
す
ら
し
な
か
っ
た
初
め
の
詩
体

は
、
決
し
て
初
め
の
時
代
だ
け
に
終
ら
な
か
っ
た
。
晩
翠
が
出
て
初
期
の
詩

形
を
あ
る
点
ま
で
急
速
に
敷
衍
ふ
え
ん
し
、 
整  
頓 
せ
い
と
ん

し
て
、
あ
る
一
つ
の  

決    

著  

け
っ
ち
ゃ
く

を
つ
け
た
。
其
と
共
に
、
藤
村
は
新
し
い
詩
の
内
容
が
、
詩
形
を
胎はら
ん
で
来

る
事
を
、
あ
る
程
度
ま
で
実
際
に
示
し
て
、
若
い
日
本
の
詩
の
世
界
を
、
喜
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び
の
有
頂
天
に
ひ
き
上
げ
た
。
藤
村
の
発
見
し
た
詩
は
、
若
干
の
新
し
い
思

想
と
、
或
は
生
活
と
、
こ
れ
に
適
当
し
た
古
語
表
現
と
が
行
き
合
っ
た
所
に

出
た
の
で
あ
る
、
ま
こ
と
に
、
藤
村
以
前
の
詩
は
、
抽
象
的
に
考
え
れ
ば
、

古
典
的
で
あ
っ
た
筈
だ
が
、
実
際
は
平
俗
な
近
代
の
演
歌
調
の
詞
曲
に
成
り

上
ろ
う
と
し
て
い
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
藤
村
の
古
語
表
現
に
は
、
柳
田
國

男
先
生
（
当
時
松
岡
）
の
啓
発
が
あ
っ
て
、
一
挙
に
あ
の
境
地
に
到
達
し
た

も
の
と
観
察
せ
ら
れ
る
が
、
明
治
の
詩
で
あ
る
た
め
に
は
、
日
本
の
古
語
の

も
っ
て
い
る
民
族
的
な
風
格
が
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
近
代
人
の
摸
索
も
さ
く
は
、

古
語
に
観
念
的
な
内
容
を
捉
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
其
が
民
族
文
学
の

主
題
で
あ
り
、
一
言
で
言
え
ば
品
格
で
あ
っ
た
。
柳
田
先
生
の
与
え
た
影
響

は
、
か
く
仄ほの
か
な
も
の
と
し
て
過
ぎ
た
が
、
そ
う
言
え
ば
、
内
容
に
も
影
響
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を
見
る
事
が
出
来
る
。
「
実
を
と
り
て
胸
に
あ
つ
れ
ば
新
な
り
。
流
離
の
憂

ひ
。
海
の
日
の
沈
む
を
見
れ
ば
、
た
ぎ
り
落
つ
。
異
郷
の
涙
」
と
言
っ
た
藤

村
の
「
椰
子
の
実
」
は
、
柳
田
先
生
の
与
え
た
最
強
い
暗
示
か
ら
出
た
。
藤

村
の
事
業
は
、
古
語
が
含
ん
で
い
る
憂
い
と
、
近
代
人
の
持
つ
感
覚
と
を
以

て
、
ま
ず
文
体
を
形
づ
く
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
処
に
、
思
想
あ
る
形

式
が
完
成
し
た
。
詩
の
品
格
は
、
そ
こ
に
現
れ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
此
品
格
を

藤
村
に
は
じ
め
て
現
れ
た
も
の
と
見
て
い
る
。
外
山
正
一
さ
ん
以
来
、
誰
の

詩
に
も
そ
れ
を
求
め
る
事
が
出
来
な
か
っ
た
。
何
よ
り
も
、
そ
の
詩
の
音
調

の
卑
俗
な
事
は
、
た
と
い
新
体
詩
史
を
ど
ん
な
に
激
賞
し
て
も
、
中
西
梅
花

・
宮
崎
湖
処
子
を
尊
敬
さ
せ
は
し
な
い
の
で
あ
る
。
北
村
透
谷
に
於
て
す
ら

殆
、
無
思
想
を
感
じ
る
の
は
、
思
想
的
内
容
を
積
む
事
の
出
来
な
い
近
代
語
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を
並
列
し
て
居
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
近
代
語
・
現
在
語
を
以
て
思
想
表
現
を

す
る
こ
と
が
、
真
の
目
的
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
今
で

も
殆
、
実
現
の
出
来
て
い
な
い
こ
と
な
の
だ
か
ら
、
ま
し
て
此
時
代
の
人
々

に
負
わ
せ
て
よ
い
責
任
で
は
な
い
。
古
語
表
現
か
ら
言
え
ば
、
落
合
直
文
門

下
の
塩
井
・
大
町
・
武
島
の
方
々
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
中
世
の
語
の
滑
ら

か
さ
に
溺おぼ
れ
て
し
ま
っ
た
だ
け
で
、
藤
村
が
持
っ
て
い
る
若
干
の
生
の
思
想

に
す
ら
到
達
す
る
事
も
出
来
な
か
っ
た
。
い
さ
さ
か
の
手
違
い
の
た
め
に
、

思
想
を
持
ち
な
が
ら
古
語
表
現
の
完
全
に
出
来
な
か
っ
た
先
輩
が
あ
る
。
北

村
透
谷
で
な
く
て
、
却かえ
っ
て
湯
浅
半
月
氏
で
あ
っ
た
。
詩
篇
や
讃
美
歌
の
持

っ
て
い
る
思
想
か
ら
、
も
っ
と
宗
教
的
な
内
容
を
持
っ
た
も
の
へ
の
企
て
が
、

半
月
さ
ん
の
作
物
に
は
沢
山
残
っ
て
い
る
。
半
月
さ
ん
の
場
合
に
も
悔
ま
れ
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る
事
は
、
詩
語
の
選
択
を
誤
っ
た
事
で
あ
る
。
思
想
的
内
容
の
極
め
て
乏
し

い
平
安
朝
語
を
基
礎
と
し
た
文
体
に
よ
っ
て
、
彼
の
宗
教
を
え
が
こ
う
と
し

た
。
私
の
未
生
以
前
明
治
十
八
年
、
「
十
二
の
石
塚
」
を
公
表
し
た
人
で
あ

る
。
あ
れ
だ
け
の
内
容
を
持
ち
な
が
ら
、
形
式
の
、
そ
れ
に
裏
切
る
詩
を
作

る
こ
と
に
止
ら
せ
た
。
そ
れ
に
、
当
時
の
伝
道
文
学
者
が
そ
う
で
あ
っ
た
様

に
　
　
和
歌
に
於
け
る
池
袋
清
風
も
同
様
　
　
日
本
語
を
以
て
、
西
洋
の
、

殊
に
信
仰
生
活
を
、
日
本
化
し
て
表
そ
う
と
し
た
矛
盾
が
、
半
月
集
の
持
っ

た
筈
の
品
格
を
失
わ
せ
て
い
る
の
だ
。

西
洋
古
代
の
宗
教
文
学
に
関
す
る
語ご
彙い
は
、
三
十
年
代
に
な
っ
て
も
、
繰
り

返
さ
れ
た
。
そ
れ
が
後
に
は
「
花
詞
」
と
選
ぶ
事
の
な
い
程
安
易
な
物
に
な
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っ
た
が
。
明
治
三
十
二
年
以
後
著
し
い
短
歌
改
革
運
動
を
行
っ
た
新
詩
社
の

人
々
の
短
歌
に
収
容
し
た
詩
語
は
、
や
は
り
ぎ
り
し
や
・
ろ
う
ま
或
は
き
り

す
と
教
の
神
話
信
仰
に
関
し
た
美
し
い
詞
こ
と
ばで
あ
っ
た
。
そ
れ
を
久
し
く
用
い

て
、
多
く
の
神
話
に
現
れ
る
星
や
、
愛
を
表
現
す
る
花
々
を
繰
り
返
し
た
結

果
、
新
詩
社
一
派
を
星
菫
派
と
世
間
で
は
言
う
よ
う
に
な
っ
た
位
で
あ
る
。

あ
る
方
面
か
ら
見
れ
ば
、
新
詩
社
の
新
派
短
歌
は
新
体
詩
運
動
が
短
歌
に
形

を
変
え
て
現
れ
た
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
だ
か
ら
此
所
に
も
、
新
体
詩

の
改
革
運
動
の
よ
う
に
、
平
俗
な
思
想
を
避
け
よ
う
と
し
な
が
ら
、
完
成
せ

ぬ
表
現
か
ら
、
そ
う
言
う
安
易
な
作
物
が
多
く
出
て
来
た
。
そ
う
し
て
曲
り

な
り
に
も
思
想
ら
し
い
も
の
の
出
て
来
た
の
は
、
鉄
幹
・
晶
子
両
氏
が
、
古

典
研
究
を
本
気
に
な
っ
て
始
め
て
か
ら
の
事
で
あ
る
。
最
初
か
ら
新
詩
社
に
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対
抗
し
て
い
た
正
岡
子
規
す
ら
も
、
ぎ
り
し
や
・
ろ
う
ま
の
神
話
文
学
の
影

響
を
詩
に
取
り
入
れ
よ
う
と
し
た
。
唯
そ
れ
を
日
本
的
に
表
現
し
よ
う
と
し

た
が
、
単
な
る
直
訳
ら
し
く
見
え
る
も
の
を
避
け
よ
う
と
し
て
い
る
。
而
も

短
歌
に
す
ら
其
が
あ
っ
た
。
名
高
い
「
佐
保
神
の
別
れ
悲
し
も
。
来
む
春
に

　
ま
た
も
逢
ふ
べ
き
我
な
ら
な
く
に
」
、
日
本
神
話
の
立
田
媛
・
佐
保
媛
、

そ
の
春
の
女
神
な
る
佐
保
媛
を
指
す
も
の
と
し
て
古
典
的
に
感
ぜ
ら
れ
て
来

て
い
る
が
、
そ
れ
は
そ
う
い
う
風
に
、
子
規
の
全
作
物
を 

整  

頓 

せ
い
と
ん

し
て
の
考

え
で
、
彼
の
詩
を
照
し
合
せ
て
見
る
と
、
や
は
り
み
ゅ
う
ず
や
ぶ
ぃ
な
す
を

そ
う
い
う
風
に
言
い
表
し
た
だ
け
で
あ
っ
た
。

明
治
十
年
・
二
十
年
代
に
安
定
の
出
来
な
か
っ
た
新
体
詩
の
様
式
に
対
す
る

感
覚
は
、
三
十
年
に
入
る
と
同
時
に
、
ほ
ぼ
到
達
点
を
見
る
事
が
出
来
た
。
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そ
れ
は
空
想
に
耽ふけ
っ
た
だ
け
の
西
洋
詩
の
様
式
や
、
我
が
国
で
こ
と
古
り
た

今
様
や
、
長
歌
の
様
式
で
は
な
か
っ
た
。
ま
ず
思
想
が
あ
っ
て
表
現
を
駆
使

す
る
と
言
う
考
え
方
と
結
果
に
お
い
て
は
、
同
じ
で
あ
っ
た
。
ま
ず
語
あ
っ

て
、
其
所
に
内
容
が
生
ず
る
と
言
っ
た
行
き
方
を
、
自
ら
と
っ
て
居
た
の
で

あ
る
。
そ
の
語
は
外
国
語
を
以
て
す
る
の
で
な
い
限
り
、
　
　
又
そ
れ
は
出

来
る
事
で
は
な
い
の
だ
か
ら
　
　
民
族
的
な
思
想
内
容
の
深
い
様
に
感
ぜ
ら

れ
る
、
整
頓
し
理
想
化
し
た
古
語
及
び
古
語
の
排
列
か
ら
な
る
文
体
が
、
こ

の
と
き
に
な
っ
て
現
れ
て
来
た
の
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
は
、
初
め
か
ら
一
時

的
な
も
の
と
し
て
の
条
件
が
つ
い
て
い
た
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り

藤
村
の
若
菜
集
以
下
に
出
て
来
る
文
体
は
、
日
本
人
の
思
想
的
で
な
い
生
活

の
ほ
か
感
じ
ら
れ
な
い
　
　
平
安
古
語
を
基
礎
と
し
た
文
体
だ
っ
た
の
で
あ
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る
。
だ
か
ら
ど
う
し
て
も
、
も
う
一
つ
安
定
し
た
時
代
が
先
に
考
え
ら
れ
て

い
た
も
の
と
見
て
よ
い
訣わけ
で
あ
る
。
そ
れ
は
漠
然
と
し
て
わ
れ
わ
れ
に
考
え

ら
れ
る
　
　
最
「
古
い
言
葉
」
の
時
代
の
語
で
あ
っ
た
。
記
・
紀
な
ど
に
あ

る
語
を
土
台
と
し
て
、
そ
の
中
に
そ
れ
以
前
の
言
葉
も
、
勿
論
そ
れ
以
後
の

平
安
朝
、
近
代
の
語
ま
で
も
、
　
　
学
問
的
に
で
な
く
、
古
語
と
し
て
あ
る

共
通
な
感
覚
を
持
た
せ
る
も
の
を
ひ
っ
く
る
め
て
、
一
様
の
古
語
と
し
、
そ

の
古
語
の
中
で
、
民
族
文
芸
の
憧
憬
を
含
ん
だ
も
の
を
、
特
に
愛
執
す
る
こ

と
を
知
っ
た
の
で
あ
る
。
即
、
そ
こ
に
思
想
と
気
分
と
の
深
い
融
合
を
認
め

得
た
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
の
考
え
た
正
し
い
詩
形
の
時
代
は
、
意
表
外
の
姿
を
も
っ
て
現
れ

た
。
そ
れ
が
日
本
に
於
け
る
象
徴
詩
の
出
現
と
言
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
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る
。
そ
の
後
四
十
年
以
上
を
経
て
い
る
け
れ
ど
、
や
は
り
日
本
の
詩
壇
は
、

依
然
と
し
て
象
徴
詩
の
時
代
で
あ
る
。

存
外
早
く
定
型
律
破
壊
を
唱
導
す
る 

所  

謂 

い
わ
ゆ
る

破
調
の
詩
の
時
代
が
来
た
。
こ

の
長
い
年
月
に
整
理
す
べ
き
も
の
は
整
理
し
な
が
ら
、
や
は
り
昔
の
象
徴
詩

家
が
古
語
に
よ
せ
た
情
熱
と
同
じ
も
の
を
、
今
の
詩
壇
の
人
々
の
詩
語
や
、

文
体
の
上
に
散
見
す
る
事
が
出
来
る
。
象
徴
的
な
効
果
の
あ
る
、
言
わ
ば
て

ま
の
代
表
と
も
言
う
べ
き
も
の
だ
か
ら
、
そ
れ
を
離
れ
て
は
作
物
が
意
味
を

失
う
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
私
ど
も
が
詩
を
読
み
始
め
て
か
ら
、

そ
う
し
た
幾
百
千
の
語
を
送
迎
し
た
か
、
数
え
立
て
る
事
も
出
来
な
い
。
又

作
家
自
身
も
、
そ
れ
程
ま
で
の
効
果
を
考
え
ず
に
、
た
だ
の
言
葉
に
対
す
る

情
熱
か
ら
使
い
捨
て
た
と
言
う
も
の
も
多
か
っ
た
。
も
し 

啓 

蒙 

的 

け
い
も
う
て
き
な
新
詩
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語ご
彙い
と
言
う
よ
う
な
も
の
が
出
来
れ
ば
、
そ
う
い
う
言
葉
を
多
く
見
出
し
、

そ
れ
ら
の
言
葉
の
中
か
ら
、
明
治
以
後
の
詩
人
が
ど
う
言
う
言
葉
を
好
み
、

ど
う
い
う
傾
向
に
思
想
を
寄
せ
て
い
た
か
と
言
う
事
が
、
手
取
早
く
見
ら
れ

る
と
思
う
。

久
し
く
用
い
ら
れ
て
い
る
語
を
少
し
あ
げ
て
み
る
と
、
「
し
じ
ま
」
こ
れ
に
、

沈
黙
・
静
寂
な
ど
漢
字
を
宛
て
て
天
地
の
無
言
・
絶
対
の  

寂    

寥  

せ
き
り
ょ
う

な
ど
言

っ
た
思
想
的
な
内
容
ま
で
も
持
た
せ
て
い
る
が
、
わ
れ
わ
れ
は
詩
の
読
者
と

し
て
何
度
こ
の
言
葉
に
ゆ
き
合
う
た
か
。
併
し
辞
書
な
ど
に
は
、
そ
れ
に
似

た
解
釈
を
し
て
い
る
と
し
て
も
、
其
は
作
家
が
辞
書
か
ら
得
た
知
識
だ
か
ら

で
あ
る
。
古
い
用
法
で
は
、
む
し
ろ
宗
教
的
な
一
種
の
儀
礼
で
あ
る
。
無
言

の
行
と
も
言
う
べ
き
事
で
あ
り
、
時
と
し
て
は
黙
戯
を
意
味
し
て
も
い
る
。
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併
し
そ
う
言
う
私
自
身
す
ら
も
、
沈
黙
・
静
寂
な
ど
の
方
が
正
し
い
第
一
義

で
あ
る
様
に
感
じ
る
程
、
詩
に
は
使
い
古
さ
れ
て
来
た
。

「
あ
こ
が
れ
」
こ
の
言
葉
も
明
治
の
詩
以
来
古
典
の
用
語
例
が
拡
げ
て
使
わ

れ
た
。
こ
れ
は
「
あ
く
が
れ
」
と
い
う
形
も
あ
る
の
で
あ
る
が
、
詩
語
と
し

て
承う
け
渡
し
た
詩
人
た
ち
は
「
こ
が
る
」
と
言
う
焦
心
を
表
す
語
に
、
接
頭

語
あ
の
つ
い
た
も
の
と
感
じ
た
為
に
、
「
あ
こ
が
れ
」
の
方
ば
か
り
使
っ
た
。

こ
れ
は
、
王
朝
に
著
し
く
見
え
る
語
で
、
霊
魂
の
遊
離
す
る
を
言
っ
た
。
自

然
、
そ
れ
ほ
ど
ひ
ど
く
物
思
い
す
る
場
合
に
も
使
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
詩

語
と
し
て
の
用
法
は
恋
愛
的
に
柔
か
に
な
っ
て
い
る
が
、
特
殊
な
意
味
を
失

っ
て
い
る
。
憧
憬
と
い
う
宛
て
字
は
、
半
ば
当
っ
て
い
る
。

象
徴
派
風
の
表
現
が
勢
を
得
て
か
ら
、
「
え
や
み
」
（
疫
）
だ
と
か
「
す
ゆ
」

35



（
饐す
ゆ
）
な
ど
言
っ
た
辛
い 

聯  

想 

れ
ん
そ
う

を
持
っ
た
言
葉
が
始
終
使
わ
れ
た
。
そ

う
か
と
思
う
と
、
近
代
感
覚
を
以
て
、
古
語
に
な
い
言
葉
を
作
っ
た
の
も
あ

る
。
運
命
、
宿
命
な
ど
に
「
さ
だ
め
」
と
言
う
全
く
一
度
も
使
っ
た
事
の
無

い
語
を
創
造
し
た
。
西
洋
的
な
情
熱
を
表
す
必
要
か
ら
、
接
吻
な
ど
も
、
国

語
で
表
そ
う
と
し
て
、
早
く
か
ら
「
く
ち
づ
け
」
と
言
い
始
め
て
来
た
が
、

此
も
無
い
言
葉
で
、
寧
む
し
ろ、
「
く
ち
ぶ
れ
」
と
で
も
言
う
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
っ

た
。
王
朝
ま
で
溯
さ
か
の
ぼる
事
の
出
来
る
用
語
例
は
、
「
く
ち
を
す
ふ
」
と
言
う
の

も
あ
り
、
も
っ
と
適
当
な
古
今
に
通
じ
た
言
い
方
は
、
「
く
ち
を
よ
す
」
或

は
、
「
く
ち
よ
せ
」
で
あ
っ
た
。
こ
う
い
う
風
に
、
古
語
の
不 

穿  

鑿 

せ
ん
さ
く

と
、

造
語
欲
か
ら
出
来
た
も
の
も
あ
る
。
山
脈
を
「
や
ま
な
み
」
と
言
う
事
は
、

後
に
短
歌
に
も
広
く
用
い
ら
れ
る
が
、
や
は
り
詩
が
初
め
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
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も
言
葉
通
り
山
の
な
ら
び
、
つ
づ
い
て
い
る
峯みね
を
言
う
の
で
、
山
脈
に
当
る

言
葉
で
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
成
程
勘
違
い
を
し
そ
う
な
言
葉
で
あ
る
。
こ

れ
と
同
じ
意
味
に
於
て
、
特
殊
な
外
国
語
を
使
っ
た
り
、
仏
語
ぶ
つ
ご
や
東
洋
語
を

用
い
た
り
し
て
、
詩
語
の
範
囲
は
拡
げ
ら
れ
た
。
象
徴
派
以
前
か
ら
も
此
風

は
盛
ん
で
あ
っ
た
が
、
有
明
・
泣
菫
氏
以
後
甚
し
く
な
っ
た
時
期
が
あ
る
。

言
語
の
異﹅
郷﹅
趣﹅
味﹅
を
狙
っ
た
点
に
於
て
、
古
語
も
外
国
語
も
一
つ
で
あ
っ
た
。

一
方
破
調
の
詩
が
盛
ん
に
な
っ
て
、
む
し
ろ
定
型
に
よ
ら
な
い
事
が
原
則
で

あ
る
様
に
な
っ
て
来
た
が
、
特
殊
な
詩
語
は
絶
え
て
は
居
な
い
。
こ
の
破
調

の
詩
の
行
わ
れ
る
動
機
に
な
っ
た
も
の
は
、
小
説
に
於
け
る
自
然
主
義
の
流

行
で
あ
る
が
、
日
本
で
は
、
こ
う
言
う
風
に
象
徴
派
と
自
然
派
と
が
対
立
す

る
と
言
っ
た
形
を
取
っ
て
来
た
の
が
不
思
議
で
あ
る
。
外
国
に
必
至
的
な
も
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の
で
あ
っ
た
象
徴
派
・
浪
漫
派
の
対
立
は
、
我
が
国
で
は
見
る
事
が
出
来
な

か
っ
た
。
今
か
ら
考
え
れ
ば
、
日
本
の
詩
に
限
り
、
象
徴
派
が
即
浪
漫
派
で

あ
っ
た
と
言
う
、
不
思
議
な
姿
を
見
せ
て
い
る
。
つ
ま
り
我
が
国
で
は
、
ろ

ま
ん
ち
っ
く
な
詩
の
運
動
は
一
足
飛
び
に
、
理
論
的
に
象
徴
派
に
這は
入い
っ
た

事
に
な
る
。
そ
れ
と
共
に
、
岩
野
泡
鳴
氏
の
様
に
、
象
徴
派
と
自
然
派
と
を

同
時
に
歩
ん
で
居
た
者
さ
え
あ
る
。
併
し
ど
ち
ら
か
と
言
う
と
、
我
が
国
現

在
総
べ
て
の
詩
人
の
所
属
し
て
い
る
ほ
ど
盛
ん
な
象
徴
主
義
も
、
や
は
り
大

な
り
小
な
り
自
然
主
義
を
含
ん
で
来
て
い
る
。
唯
、
程
度
の
差
を
以
て
作
品

並
び
に
作
家
の
流
派
を
分
け
る
事
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
意

味
に
於
て
現
在
口
語
ば
か
り
に
よ
っ
て
、
現
実
の
社
会
生
活
・
政
治
意
識
を

表
現
し
て
い
る
一
群
が
、
象
徴
派
に
対
す
る
自
然
派
運
動
を
行
う
と
言
う
外
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貌
を
持
っ
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
此
派
の
詩
は
、
技
巧
意
識
を
別

に
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
自
ら
文
体
に
特
殊
な
詩
情
を
見
せ
て
い
な
い
が
、

若も
し
、
個
々
の
詩
語
の
効
果
を
没
却
し
て
省
み
な
い
と
言
う
点
が
あ
っ
た
ら

反
省
し
て
よ
い
。
合
理
的
な
立
場
か
ら
言
え
ば
、
当
然
現
代
語
の
構
造
に
よ

っ
て
発
想
し
て
ゆ
く
詩
が
、
有
望
で
あ
る
筈
だ
が
、
詩
の
欲
す
る
言
語
・
文

体
は
、
必
し
も
今
経
過
し
な
が
ら
在
る
現
代
語
を
以
て
、
最
上
の
表
現
性
能

を
持
っ
た
も
の
と
考
え
る
訣
に
は
い
か
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
詩
が
、
当
然
未

来
を
対
象
と
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
所
に
、
重
点
を
置
い
て
考
え
れ
ば
、
詩

に
於
て
は
、
未
来
語
の
開
拓
発
見
を
疎
お
ろ
そ
かに
し
て
は
な
ら
な
い
。
古
典
派
で
あ

る
私
な
ど
も
、
現
在
語
ば
か
り
を
以
て
す
る
詩
の
稽
古
け
い
こ
も
す
る
が
、
時
と
し

て
は
そ
う
し
て
出
来
た
作
物
が
、
ま
る
で
裸
虫
で
あ
る
様
な
気
の
す
る
事
が

39



あ
る
。
お
そ
ら
く
多
く
の
場
合
、
現
実
の
観
察
や
批
評
に
過
ぎ
な
く
て
、
そ

れ
に
つ
づ
く
未
来
を
、
そ
の
文
体
か
ら
展ひら
き
出
そ
う
と
し
て
い
な
い
点
に
、

詩
の
喪
失
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
私
の
話
は
、
詩
語
と
し
て
の
古
語
を
肯
定

し
た
。
併
し
こ
れ
は
、
最
近
ま
で
の
歴
史
上
の
事
実
の
肯
定
に
過
ぎ
な
い
。

そ
し
て
つ
づ
い
て
、
詩
に
於
け
る
現
在
語
並
び
に
そ
の
文
体
を
悲
観
し
て
来

た
。
併
し
こ
れ
は
、
未
来
語
発
想
と
言
う
こ
と
を
土
台
と
し
て
考
え
る
時
、

も
っ
と
意
義
を
持
っ
て
来
る
。
単
な
る
現
代
語
は
、
現
代
の
生
活
を
構
成
す

る
に
適
し
て
い
る
、
と
言
う
様
な
合
理
論
に
満
足
出
来
ぬ
の
で
あ
る
。
未
来

語
の
出
て
来
る
土
台
と
し
て
現
在
語
を
考
え
る
の
で
あ
る
。
未
来
詩
語
・
未

来
文
体
は
ど
う
し
て
現
れ
て
来
る
か
。
こ
れ
も
空
想
と
し
て
や
り
過
し
た
く

な
い
。
必
、
過
去
半
世
紀
に
渉わた
る
日
本
詩
人
た
ち
の
努
力
が
、
無
意
識
な
が
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ら
そ
う
し
た
方
向
に
向
い
て
い
た
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
、
そ
の
暗
示
ら
し
い
も

の
を
生
し
て
ゆ
く
の
が
、
最
正
し
い
道
だ
ろ
う
。

こ
こ
に
到
っ
て
、
私
は
最
痛
切
に
悲
観
し
た
翻
訳
詩
体
を
意
味
あ
る
も
の
と

し
て
、
と
り
あ
げ
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
翻
訳
詩
を
目
安
と
し
て
、
新
し

い
詩
を
展
示
し
よ
う
と
し
て
い
る
詩
人
た
ち
の
努
力
を
無
に
せ
ず
に
す
む
の

で
あ
る
。
詩
の
未
来
文
体
の
模
型
と
し
て
、
詩
人
の
大
半
が
努
力
し
て
い
る

の
が
翻
訳
詩
で
あ
る
。
原
作
に
対
す
る
翻
訳
者
の
理
会
力
が
、
ど
ん
な
場
合

に
も
も
の
を
言
う
が
、
そ
の
理
会
が
完
全
に
日
本
語
に
う
つ
し
て
表
現
せ
ら

れ
た
場
合
は
、
そ
こ
に
日
本
の
詩
が
生
れ
る
訣わけ
で
あ
る
。
「
海
潮
音
」
に
示

さ
れ
た
上
田
敏
さ
ん
の
外
国
詩
に
対
す
る
理
会
と
、
日
本
的
な
表
現
力
は
、

多
く
の
象
徴
詩
な
ど
を
す
っ
か
り
日
本
の
詩
に
し
て
し
ま
っ
た
。
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流
れ
の
岸
の
一
も
と
は

　
　
み
空
の
色
の
み
づ
あ
さ
ぎ

　
　
波
こ
と
／
″
＼
く
く
ち
づ
け
し

　
　
波
こ
と
／
″
＼
く
忘
れ
ゆ
く

わ
れ
人
共
に
、
す
ぐ
れ
た
訳
詩
だ
と  

賞    

讃  

し
ょ
う
さ
ん

し
た
も
の
で
あ
る
が
、
翻
訳

技
術
の
巧
み
な
事
は
勿
論
な
が
ら
、
其
所
に
は
原
詩
の
色
も
香
も
、
す
っ
か

り
日
本
化
せ
ら
れ
て
残
っ
た
憾うら
み
が
深
い
。
詩
の
言
葉
の
持
っ
て
い
る
国
境

性
を
、
完
全
に
理
会
さ
せ
な
が
ら
、
原
詩
の
意
義
を
会
得
す
る
事
を
以
て
わ

れ
わ
れ
は
足
り
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
翻
訳
せ
ら
れ
る
対
象
は
、
勿
論
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文
学
で
あ
る
け
れ
ど
、
翻
訳
技
術
は
文
学
で
あ
る
必
要
は
な
い
。
翻
訳
文
そ

の
も
の
が
文
学
に
な
る
先
に
、
原
作
の
語
学
的
理
会
と
、
そ
の
国
語
の
個
性

的
な 
陰  
翳 
い
ん
え
い

を
没
却
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
上
田
敏
さ
ん
の
技

術
は
感
服
に
堪
え
ぬ
が
、
文
学
を
翻
訳
し
て
、
文
学
を
生
み
出
し
た
所
に
問

題
が
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
外
国
詩
を
理
会
す
る
た
め
の
翻
訳
は
別
と
し
て
、

今
の
場
合
日
本
の
詩
の
新
し
い
発
想
法
を
発
見
す
る
た
め
に
、
新
し
い
文
体

を
築
く
手
段
と
し
て
、
そ
う
し
た
完
全
な
翻
訳
文
の
多
く
を
得
て
、
そ
れ
ら

の
模
型
に
よ
っ
て
、
多
く
の
詩
を
作
り
、
そ
の
結
果
新
し
い
詩
を
築
い
て
行

く
と
言
う
事
を
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
原
詩
を
そ
の
ま
ま

模
型
と
す
る
の
が
正
し
い
と
言
う
人
も
あ
ろ
う
し
、
私
も
そ
う
は
思
う
が
、

併
し
そ
れ
で
は
、
日
本
の
詩
を
作
る
の
で
な
く
、
そ
の
国
々
の
言
葉
を
以
て
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作
る
外
国
詩
で
、
結
局
日
本
の
詩
で
は
な
い
。
私
が
、
こ
う
し
た
詩
語
詩
体

論
を
す
る
理
由
は
、
明
治
十
年
度
か
ら
試
み
は
じ
め
ら
れ
た
詩
は
、
結
局
新

し
い
未
来
詩
を
発
見
す
る
為
の
努
力
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
そ

れ
を
発
見
す
る
事
が
出
来
ず
、
発
見
す
る
道
程
と
し
て
、
積
ん
で
来
た
努
力

は
、
一
歩
一
歩
新
し
い
詩
体
に
近
づ
こ
う
と
し
て
、
こ
こ
に
凡
お
よ
そそ
れ
を
捉
え

る
時
期
に
到
達
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
の
前
に
横
わ
っ
て
い
る

も
の
は
、
翻
訳
せ
ら
れ
た
外
国
詩
の
多
く
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
日
本
の
詩
の

お
も
む
く
べ
き
方
向
を
示
し
て
い
る
も
の
と
言
う
事
に
考
え
到
る
訣
で
あ
る
。

外
国
詩
の
内
容
を
内
容
と
す
る
に
至
っ
て
、
外
国
詩
の
様
式
を
様
式
と
し
、

自
ら
孕はら
ま
れ
る
内
容
こ
そ
思
う
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
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