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現
代
の
日
本
の
作
家
の
中
で
、
そ
の
作
品
に
最
も
多
く
自
然
を
う
け
入
れ
、
示
し
て
い
る
の
は
誰
で
あ

ろ
う
。
島
崎
藤
村
を
そ
の
一
人
と
し
て
あ
げ
得
る
と
思
う
。

　
藤
村
は
、
明
治
五
年
、
長
野
県
の
馬
籠
ま
ご
め
で
生
れ
た
。
家
は
馬
籠
の
旧
本
陣
で
、
そ
こ
の
大
規
模
な
家
の

構
え
、
召
使
い
な
ど
の
有
様
は
、
「
生
い
立
ち
の
記
」
の
中
に
こ
ま
か
く
描
か
れ
て
い
る
。
父
と
い
う
ひ

と
は
、
「
そ
れ
は
厳
格
で
」
「
家
族
の
も
の
に
対
し
て
は
絶
対
の
主
権
者
で
、
私
達
に
対
し
て
は
又
、
熱

心
な
教
育
者
で
」
あ
っ
た
。
髪
な
ど
も
長
く
し
て
、
そ
れ
を
紫
の
紐
で
束
ね
て
後
へ
下
げ
、
古
い
枝
ぶ
り

の
好
い
松
の
樹
が
見
え
る
部
屋
で
、
幼
い
藤
村
に
「
大
学
」
や
「
論
語
」
の
素
読
を
教
え
た
。
そ
の
父
の

案
で
、
藤
村
は
僅
か
九
歳
の
と
き
、
兄
と
一
緒
に
東
京
の
姉
の
家
へ
、
勉
強
に
よ
こ
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
そ
の
と
き
か
ら
、
二
十
二
三
歳
に
な
っ
た
藤
村
が
詩
を
つ
く
る
よ
う
に
な
っ
て
、
文
学
的
生
涯
に
入
る

よ
う
に
な
る
と
と
も
に
思
想
的
な
動
揺
か
ら
数
年
間
に
亙
る
放
浪
の
旅
へ
出
る
ま
で
、
少
年
藤
村
の
毎
日

は
明
治
十
三
年
か
ら
二
十
七
年
時
代
の
東
京
で
銀
座
裏
や
大
川
端
や
高
輪
辺
に
過
さ
れ
た
。
し
か
も
、
こ

れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
馬
籠
の
父
の
家
と
親
類
に
あ
た
る
家
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
先
輩
・
知
人
の
家
で
、
少

年
藤
村
は
謂
わ
ば
寄
寓
の
身
の
上
で
あ
っ
た
。
「
生
い
立
ち
の
記
」
を
よ
ん
で
見
る
と
、
国
を
出
る
迄
末

息
子
と
し
て
の
藤
村
が
、
お
牧
と
い
う
専
属
の
下
女
に
か
し
ず
か
れ
、
情
愛
の
深
い
太
助
爺
を
遊
び
対
手
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と
し
、
い
か
に
も
旧
本
陣
の
格
に
ふ
さ
わ
し
い
育
ち
方
を
し
て
い
る
姿
が
ま
ざ
ま
ざ
と
浮
ん
で
来
る
。
そ

れ
が
急
に
言
葉
か
ら
食
物
ま
で
違
う
東
京
、
母
も
姉
も
お
祖
母
さ
ん
も
傍
に
は
い
な
い
よ﹅
そ﹅
の
家
で
の
明

暮
と
な
り
、
小
さ
い
藤
村
が
、
故
郷
の
景
色
を
懐
し
く
思
い
出
し
、
故
郷
で
た
べ
た
焼
米
や
椋
葉
飯
や
を

恋
う
た
心
の
切
な
さ
は
ま
こ
と
に
想
像
さ
れ
る
。
紫
紐
で
髪
を
結
え
た
藤
村
の
父
は
、
僅
か
九
つ
、
今
日

な
ら
小
学
二
年
生
に
な
っ
た
ば
か
り
の
息
子
を
東
京
へ
や
る
餞
別
と
し
て
、
五
六
枚
の
短
冊
を
与
え
た
人

で
あ
る
。
「
行
ひ
は
必
ず
篤
敬
。
云
々
。
」
と
書
き
与
え
た
人
で
あ
る
。
故
郷
が
恋
し
い
、
母
サ
ン
や
お

祖
母
サ
ン
ガ
居
ナ
イ
カ
ラ
僕
ツ
マ
ン
ナ
イ
ヤ
、
と
は
、
幼
い
藤
村
の
手
紙
に
決
し
て
率
直
に
書
か
れ
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
藤
村
が
文
学
の
仕
事
に
入
っ
た
頃
、
日
本
の
文
学
は
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
の
潮
流
に
動
か
さ
れ
て
い
た
。

当
時
の
文
学
傾
向
が
そ
う
で
あ
っ
た
と
云
う
ば
か
り
で
な
く
、
ま
た
、
藤
村
自
身
が
二
十
歳
を
越
し
た
ば

か
り
の
多
感
な
時
代
に
あ
っ
た
と
い
う
ば
か
り
で
な
く
、
彼
の
処
女
詩
集
『
若
菜
集
』
に
つ
づ
く
四
冊
の

詩
集
が
、
激
し
い
自
然
へ
の
思
慕
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
自
然
へ
の
没
入
を
示
し
て
い
る
心
理
の
遠
く
深

い
と
こ
ろ
に
は
、
藤
村
の
こ
の
特
別
な
幼
年
時
代
か
ら
少
年
時
代
へ
か
け
て
の
境
遇
が
作
用
し
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

　
明
治
学
院
の
学
生
時
分
か
ら
、
藤
村
は
ダ
ン
テ
の
詩
集
な
ど
を
愛
誦
す
る
一
方
で
芭
蕉
の
芸
術
に
傾
倒

4藤村の文学にうつる自然



し
て
い
た
。
二
十
三
歳
頃
吉
野
の
方
へ
放
浪
し
た
時
も
、
藤
村
は
こ
の
経
験
に
よ
っ
て
一
層
芭
蕉
を
理
解

す
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
と
語
っ
て
い
る
。
芭
蕉
の
芸
術
は
そ
の
文
学
的
教
養
の
面
か
ら
、
自

然
に
没
入
す
る
過
去
の
日
本
芸
術
の
伝
統
を
藤
村
に
植
え
た
。
加
え
て
内
部
に
は
、
幼
く
て
故
郷
か
ら
引

は
な
さ
れ
た
者
の
感
情
に
常
に
消
え
な
い
虹
と
な
っ
て
か
か
っ
て
い
る
ふ
る
さ
と
の
自
然
へ
の
魅
力
が
潜

み
、
更
に
そ
れ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
学
の
積
極
的
な
文
学
表
現
に
よ
っ
て
刺
戟
さ
れ
、
培
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

藤
村
が
、
芸
術
の
源
泉
・
秘
密
の
源
が
「
広
大
で
無
尽
蔵
な
自
然
の
間
に
あ
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
」

と
「
春
を
待
ち
つ
ゝ
」
の
中
で
云
っ
て
い
る
の
は
、
決
し
て
一
朝
一
夕
の
思
い
つ
き
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
藤
村
の
『
若
菜
集
』
（
明
治
三
十
年
。
二
十
六
歳
）
引
き
つ
づ
い
て
翌
三
十
一
年
の
春
出
版
さ
れ
た

『
一
葉
舟
』
『
夏
草
』
、
第
四
詩
集
で
あ
る
『
落
梅
集
』
な
ど
が
、
当
時
の
若
い
人
々
の
感
情
を
う
ご
か

し
捉
え
た
力
と
い
う
も
の
は
、
今
日
私
達
の
想
像
以
上
の
も
の
が
あ
っ
た
ら
し
い
。
日
露
戦
争
の
後
、
日

本
に
自
然
主
義
文
学
の
運
動
が
擡
頭
す
る
前
、
日
清
戦
争
の
勝
利
に
よ
っ
て
、
新
し
く
世
界
へ
登
場
す
る

よ
う
に
な
っ
た
ば
か
り
の
日
本
の
社
会
に
は
、
謳
う
べ
く
し
て
そ
の
言
葉
を
知
ら
な
い
よ
う
な
新
鮮
な
亢

奮
が
漲
っ
て
も
い
た
だ
ろ
う
。
与
謝
野
晶
子
が
、
そ
の
「
み
だ
れ
髪
」
に
よ
っ
て
人
々
を
恍
惚
と
さ
せ
た

の
も
こ
の
前
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
藤
村
の
若
菜
集
は
、
二
十
六
歳
の
青
年
詩
人
の
情
熱
を
も
る
と
同
時

に
自
ら
そ
の
当
時
の
社
会
の
若
々
し
い
格
調
を
響
か
せ
た
の
で
あ
っ
た
。
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『
若
菜
集
』
の
序
の
う
た
に
、
藤
村
は
自
分
の
詩
作
を
葡
萄
の
実
に
な
ぞ
ら
え
て
い
る
。
こ
の
一
巻
に
収

め
ら
れ
て
い
る
「
草
枕
」
「
あ
け
ぼ
の
」
「
春
は
来
ぬ
」
「
潮
音
」
「
君
が
こ
ゝ
ろ
は
」
「
狐
の
わ
ざ
」

「
林
の
歌
」
等
い
ず
れ
も
、
自
然
に
う
ち
向
か
っ
て
心
を
傾
け
物
を
云
い
か
け
、
人
か
自
然
か
自
然
か
人

か
と
い
う
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
境
地
に
ひ
た
っ
て
作
者
は
自
然
を
擬
人
化
し
、
そ
れ
に
対
置
し
て
「
さ
れ

ば
、
落
葉
と
身
を
な
し
て
、
風
に
ふ
か
れ
て
翻
」
る
我
身
と
い
う
関
係
に
お
い
て
、
謳
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。

　
ロ
マ
ン
派
の
諸
詩
人
達
が
西
洋
で
も
東
洋
で
も
こ
の
ん
で
「
鷲
」
を
題
材
と
す
る
の
は
、
何
と
興
味
あ

る
一
つ
の
通
有
性
で
あ
ろ
う
。
『
若
菜
集
』
の
後
に
出
た
『
一
葉
舟
』
で
、
藤
村
は
「
鷲
の
歌
」
を
抒
事

詩
風
に
う
た
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
藤
村
は
雄
渾
な
自
然
「
削
り
て
高
き
巖
角
に
し
ば
し
身
を
よ
す
二
羽
の

鷲
」
の
、
若
鷲
の
誇
高
き
飛
翔
を
描
き
「
日
影
に
う
つ
る
雲
さ
し
て
行
へ
も
し
れ
ず
飛
ぶ
や
か
な
た
へ
」

と
い
う
和
歌
の
措
辞
法
を
巧
に
転
化
さ
せ
た
結
び
で
技
巧
の
老
巧
さ
を
も
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

「
春
や
い
づ
こ
」
に
し
ろ
、
や
は
り
『
若
菜
集
』
に
集
め
ら
れ
た
詩
と
同
じ
く
、
自
然
は
作
者
の
主
観
的

な
感
懐
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
。
移
り
ゆ
き
、
過
ぎ
ゆ
く
自
然
の
姿
を
い
た
む
心
が
抽
象
的
に
う
た
わ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

『
夏
草
』
に
は
、
前
の
二
つ
の
詩
集
と
ち
が
っ
た
要
素
を
加
え
て
自
然
が
う
た
わ
れ
初
め
て
い
る
の
が
見
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え
る
。
愛
す
べ
き
「
小
兎
の
う
た
」
に
は
農
村
の
生
活
、
作
物
に
対
す
る
農
民
の
心
配
と
小
兎
と
の
関
係

が
、
人
間
の
側
の
心
持
か
ら
、
写
実
的
に
、
簡
素
に
修
飾
す
く
な
く
う
た
わ
れ
て
い
る
の
が
私
達
の
注
目

を
ひ
く
。
「
う
ぐ
ひ
す
」
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
詩
の
華
麗
流
麗
な
綾
に
代
る
人
生
行
路
難
の
暗
喩
が
ロ
マ

ン
テ
ィ
ッ
ク
な
用
語
に
つ
つ
ま
れ
つ
つ
、
は
っ
き
り
主
体
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
「
野
路
の
梅
」
に
も
同

じ
傾
き
と
し
て
、
浮
薄
な
世
間
の
毀
誉
褒
貶

き
よ
ほ
う
へ
ん
を
憤
る
心
が
沁
み
出
て
い
る
。
こ
れ
は
、
『
若
菜
集
』
に
よ

っ
て
、
俄
に
盛
名
を
あ
げ
た
藤
村
が
こ
れ
ま
で
と
異
っ
た
身
辺
の
事
情
・
角
度
か
ら
人
生
の
波
の
危
く
し

の
ぎ
が
た
い
の
を
感
じ
た
心
の
反
映
と
し
て
深
い
興
味
を
覚
え
る
。

　
こ
の
境
地
か
ら
脱
し
、
当
時
の
文
壇
の
騒
々
し
さ
か
ら
脱
し
よ
う
と
し
て
、
二
十
八
歳
の
詩
人
藤
村
は

「
も
っ
と
自
分
を
新
鮮
に
、
そ
し
て
簡
素
に
す
る
と
こ
ろ
は
な
い
か
」
と
求
め
た
。
信
州
小
諸
こ
も
ろ
「
古
城
の

ほ
と
り
」
な
る
小
諸
の
塾
の
若
い
教
師
と
し
て
藤
村
が
赴
任
し
た
内
的
な
理
由
は
、
そ
こ
に
あ
っ
た
と
思

え
る
。

　
都
会
の
遽
あ
わ
た
だし
さ
や
早
老
を
厭
わ
し
く
思
っ
た
時
、
藤
村
は
心
に
山
を
描
い
た
。
幼
心
に 

髣  

髴 

ほ
う
ふ
つ

と
し
た

山
々
を
。
故
郷
の
山
を
。
明
治
三
十
二
年
か
ら
三
十
三
年
ま
で
の
一
年
に
編
ま
れ
た
『
落
梅
集
』
は
、
実

に
明
ら
か
に
こ
の
詩
人
が
、
歩
み
進
ん
で
来
た
成
長
の
道
、
生
活
の
路
を
語
っ
て
い
る
。

『
若
菜
集
』
に
お
け
る
あ
の
婉しな
や
か
な
曲
線
的
表
現
は
、
「
常
盤
樹
」
に
来
て
、
非
常
に
直
線
的
な
格
調
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を
も
ち
は
じ
め
た
。
用
語
も
、
和
文
脈
か
ら
漢
詩
の
様
式
を
思
い
浮
ば
せ
る
形
式
に
推
移
し
て
来
る
。

「
常
盤
樹
」
に
し
ろ
さ
ら
に
「
鼠
を
あ
わ
れ
む
」
「
炉
辺
雑
興
」
「
労
働
雑
詠
」
等
に
到
っ
て
、
こ
の
詩

人
が
、
小
諸
の
農
村
生
活
の
日
常
に
結
び
つ
く
こ
と
で
、
こ
ん
な
に
自
然
を
観
る
態
度
が
異
っ
て
来
た
か

と
お
ど
ろ
く
ば
か
り
の
も
の
が
あ
る
。
三
四
年
前
、
「
さ
れ
ば
落
葉
と
身
を
な
し
て
、
風
に
吹
か
れ
て
翻

り
つ
ゝ
」
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
文
学
的
放
浪
に
あ
っ
た
時
代
の
作
者
は
、
『
夏
草
』
に
お
い
て
次
第
に
自

然
と
自
己
と
を
平
静
に
対
置
し
て
眺
め
あ
わ
せ
る
こ
と
を
学
び
、
『
落
梅
集
』
に
来
て
は
、
人
間
あ
っ
て

の
自
然
、
人
間
生
活
に
よ
っ
て
眺
め
、
関
係
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
自
然
、
労
働
の
対
象
と
し
て
の
自
然
を
眺

め
る
こ
と
を
、
生
活
か
ら
学
び
と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
現
代
の
農
民
が
野
良
に
出
て
ゆ
く
時
の
複
雑
な

心
理
を
、
そ
の
「
労
働
雑
詠
」
が
と
ら
え
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
き
び
し
く
云
う
に
は
当
ら
な
い
。

そ
れ
ら
が
、
美
化
さ
れ
た
労
働
・
労
働
を
眺
め
る
も
の
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
に
た
っ
て
謳
わ
れ
て
い
る

こ
と
だ
け
を
云
々
す
る
の
は
妥
当
を
欠
く
で
あ
ろ
う
。
藤
村
の
歴
史
性
、
個
人
の
境
遇
的
な
特
質
が
、
こ

う
い
う
風
に
積
極
的
に
人
間
と
自
然
と
の
結
び
つ
き
を
謳
っ
て
も
な
お
歴
然
た
る
と
こ
ろ
に
、
未
来
の
詩

人
た
ち
へ
の
か
く
さ
れ
た
可
能
な
こ
の
示
唆
が
あ
る
と
思
う
。

　
小
諸
で
暮
す
よ
う
に
な
っ
た
そ
の
年
、
若
い
詩
人
で
塾
の
教
師
で
あ
る
藤
村
は
、
冬
子
夫
人
と
結
婚
し

た
。
「
小
諸
へ
行
っ
て
か
ら
更
に
大
い
に
心
を
安
ん
ず
る
こ
と
が
出
来
た
。
」
と
書
い
て
い
る
。
落
梅
集
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に
「
枝
う
ち
か
は
す
梅
と
梅
」
「
め
ぐ
り
逢
ふ
君
や
い
く
た
び
」
「
あ
ゝ
さ
な
り
君
の
如
く
に
」
「
思
ひ

よ
り
思
ひ
を
た
ど
り
」
そ
の
他
少
く
な
い
愛
の
詩
が
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
当
時
の
そ
の
よ
う
な
事

情
と
あ
わ
せ
考
え
る
と
き
、
お
の
ず
か
ら
微
笑
ま
し
く
肯
け
る
の
で
あ
る
。

『
落
梅
集
』
が
詩
人
藤
村
に
と
っ
て
、
少
く
と
も
今
日
ま
で
の
と
こ
ろ
は
最
後
の
詩
集
と
な
っ
て
い
る
。

小
諸
生
活
、
良
人
と
な
り
父
と
な
っ
て
境
遇
の
一
層
社
会
性
の
豊
富
に
な
っ
た
日
常
は
、
藤
村
に
「
詩
か

ら
小
説
の
形
式
を
択
ぶ
よ
う
に
成
」
ら
し
め
た
。

　
詩
か
ら
小
説
へ
と
移
っ
た
こ
の
重
大
な
転
換
の
動
機
は
、
こ
れ
ま
で
藤
村
自
身
に
よ
っ
て
、
そ
の
文
筆

的
労
作
の
中
に
こ
ま
か
く
分
析
さ
れ
て
は
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
様
々
の
複
雑
な
も
の
が
絡
み
合
っ
て
い

る
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
詩
で
は
謳
い
切
れ
ず
、
表
現
し
き
れ
ぬ
も
の
が
、
社
会
生
活
か
ら
彼
の
精
神
に

呼
び
か
け
る
よ
う
に
な
っ
て
来
た
こ
と
が
、
そ
の
動
機
の
一
つ
を
な
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

「
千
曲
川
の
ス
ケ
ッ
チ
」
は
、
詩
か
ら
小
説
へ
移
る
間
の
足
が
か
り
と
し
て
、
藤
村
の
全
作
品
の
系
列
の

中
に
深
い
意
味
を
保
つ
も
の
で
あ
る
。
こ
の
時
代
、
日
本
文
学
の
動
き
の
う
ち
に
ホ
ト
ト
ギ
ス
派
の
写
生

文
の
運
動
が
お
こ
り
、
現
実
生
活
と
芸
術
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
理
解
が
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
時
代
の
解
釈

を
脱
し
つ
つ
あ
っ
た
。

「
千
曲
川
の
ス
ケ
ッ
チ
」
を
単
に
そ
の
反
映
と
見
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
藤
村
は
、
生
れ
つ
き
周
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密
、
計
画
的
で
あ
る
。
詩
か
ら
小
説
へ
の
過
程
を
、
画
家
に
お
け
る
素
描
の
勉
強
に
等
し
い
散
文
で
の
ス

ケ
ッ
チ
で
鍛
錬
し
た
こ
と
は
、
修
業
の
方
法
の
最
も
適
当
な
道
で
あ
っ
た
ろ
う
。
明
治
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ

ク
時
代
の
詩
人
の
多
く
は
後
年
の
荒
々
し
い
自
然
主
義
の
時
代
に
散
文
家
と
し
て
立
ち
得
な
か
っ
た
。
藤

村
が
日
本
に
お
け
る
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
時
代
の
先
達
で
あ
っ
て
、
し
か
も
よ
く
永
く
苦
し
い
自
然
主
義
の

時
代
を
自
己
の
文
学
的
業
績
の
集
積
に
よ
っ
て
押
し
と
お
し
得
た
秘
密
は
、
案
外
に
も
、
一
つ
の
小
冊
子

で
あ
る
「
千
曲
川
の
ス
ケ
ッ
チ
」
に
こ
め
ら
れ
て
い
る
作
者
の
努
力
に
か
か
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

「
千
曲
川
の
ス
ケ
ッ
チ
」
に
お
い
て
、
藤
村
は
「
雪
の
海
」
の
よ
う
な
秀
れ
た
叙
景
を
も
試
み
て
い
る
の

で
あ
る
が
、
こ
の
時
代
、
藤
村
の
自
然
の
見
か
た
は
、
ど
こ
ま
で
も
人
間
の
日
常
生
活
と
の
連
関
に
発
足

し
て
い
る
。
抽
象
的
な
自
然
の
観
念
で
、
憧
れ
、
愁
い
、
或
は
お
ど
る
こ
こ
ろ
の
対
象
と
し
て
天
然
の
風

景
に
身
を
投
げ
か
け
る
こ
と
は
、
も
う
や
め
て
い
る
。
人
間
が
そ
こ
で
生
れ
、
育
ち
、
働
き
、
老
い
、
而

し
て
生
涯
を
終
る
環
境
、
地
方
風
土
と
し
て
の
自
然
を
こ
ま
か
く
観
察
し
、
描
い
て
い
る
。
雪
の
降
り
よ

う
、
作
物
の
育
ち
よ
う
、
そ
こ
に
生
え
る
雑
草
や
虫
の
生
活
を
眺
め
る
こ
と
は
、
そ
こ
で
暮
し
て
い
る
人

々
の
生
活
に
あ
る
様
々
の
風
俗
・
習
慣
等
の
観
察
か
ら
の
び
て
行
っ
た
目
な
の
で
あ
る
。

　
小
説
家
と
し
て
の
藤
村
は
明
治
三
十
八
年
（
三
十
四
歳
の
時
）
脱
稿
さ
れ
た
「
破
戒
」
に
よ
っ
て
、
立
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派
な
出
発
を
し
た
。
「
春
」
「
家
」
「
桜
の
実
の
熟
す
る
時
」
「
新
生
」
「
嵐
」
、
そ
れ
ら
の
間
に
「
新

片
町
よ
り
」
「
後
の
新
片
町
よ
り
」
「
春
を
待
ち
つ
ゝ
」
等
の
感
想
集
を
も
ち
、
十
二
巻
の
全
集
が
既
に

上
梓
さ
れ
た
。
更
に
最
近
七
年
間
の
労
作
で
あ
る
長
篇
「
夜
明
け
前
」
は
明
治
時
代
の
文
学
の
一
つ
の
記

念
塔
と
し
て
我
々
の
前
に
あ
る
。

　
藤
村
の
自
然
に
対
す
る
愛
着
、
自
然
か
ら
慰
安
も
鼓
舞
も
刺
戟
を
も
得
よ
う
と
す
る
態
度
は
、
こ
れ
ら

の
全
著
作
を
通
じ
て
、
特
に
感
想
集
に
横
溢
し
て
い
る
と
思
う
。

　
こ
の
文
章
の
は
じ
め
に
ふ
れ
た
よ
う
な
幼
年
・
少
年
時
代
の
特
別
な
境
遇
の
た
め
に
人
に
対
し
て
簡
単

に
率
直
で
な
い
習
慣
が
つ
い
た
と
い
う
ば
か
り
で
も
な
く
、
父
親
で
あ
っ
た
人
の
性
格
を
ど
こ
か
う
け
つ

い
で
い
る
ら
し
く
も
思
え
る
藤
村
は
、
対
人
関
係
に
お
い
て
は
常
に
抑
制
し
た
と
こ
ろ
の
あ
る
人
で
あ
る
。

情
熱
が
お
り
お
り
、
こ
の
芸
術
家
の
そ
う
い
う
構
え
を
打
ち
や
ぶ
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
藤
村
は
、

そ
の
破
壊
の
跡
を
眺
め
る
と
き
既
に
、
「
行
ひ
は
必
ず
篤
敬
」
と
い
う
態
度
に
自
分
を
お
い
て
い
る
。
こ

う
い
う
性
格
の
藤
村
が
、
そ
の
芭
蕉
研
究
に
お
い
て
、
芭
蕉
の
芸
術
が
所
謂
翁
の
枯
淡
さ
で
は
決
し
て
な

く
て
、
抑
え
に
抑
え
た
鬱
々
た
る
も
の
、
抑
え
ら
れ
た
る
中
年
の
力
の
芸
術
で
あ
る
と
看
破
っ
て
い
る
こ

と
は
、
面
白
い
。

　
従
っ
て
、
藤
村
の
自
然
へ
の
愛
着
に
も
、
こ
の
人
間
関
係
の
間
に
お
い
て
少
か
ら
ず
抑
え
に
抑
え
た
る
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も
の
の
は
け
ど
こ
ろ
、
或
は
逃
げ
ど
こ
ろ
、
人
間
よ
り
は
気
の
楽
な
話
し
合
い
て
と
し
て
の
自
然
と
い
う

要
素
が
あ
る
。
西
欧
文
学
の
波
に
う
ご
か
さ
れ
、
高
ら
か
に
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
調
を
謳
い
つ
つ
、
藤

村
の
詩
が
そ
の
第
一
詩
集
か
ら
形
式
・
用
語
に
お
い
て
過
去
の
日
本
文
学
和
文
派
の
遺
産
の
上
に
立
っ
て

い
た
こ
と
は
、
自
然
に
身
を
う
ち
ま
か
せ
る
彼
の
情
緒
の
本
質
が
や
は
り
自
然
へ
の
逃
避
の
性
質
を
多
分

に
も
っ
て
い
た
こ
と
を
語
っ
て
、
尽
き
ぬ
感
興
を
起
さ
せ
る
。
バ
イ
ロ
ン
は
イ
タ
リ
ー
の
海
で
生
命
を
終

っ
た
が
、
彼
の
生
命
の
本
質
は
彼
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
ス
ト
と
し
て
の
英
雄
の
憧
れ
、
自
由
へ
の
飛
翔
の
間
に

終
っ
た
。
日
本
へ
渡
っ
た
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
文
芸
思
潮
が
、
い
か
な
る
形
で
過
去
の
日
本
文
学
の
遺

産
と
と
け
合
い
、
変
質
し
た
か
と
い
う
こ
と
の
一
つ
の
実
例
と
し
て
藤
村
の
詩
は
見
直
さ
れ
る
意
味
が
あ

る
。

　
藤
村
が
、
近
年
次
第
に
自
然
に
つ
い
て
教
訓
的
に
も
の
を
云
い
は
じ
め
て
い
る
こ
と
は
、
私
共
の
注
意

を
ひ
く
。
「
樹
木
の
言
葉
」
な
ど
に
も
、
は
っ
き
り
そ
の
こ
と
は
感
じ
ら
れ
る
。
人
生
の
幾
波
瀾
を
経
て
、

困
難
多
岐
な
社
会
生
活
を
観
察
し
て
今
日
に
至
っ
た
老
芸
術
家
が
、
自
然
に
向
か
っ
て
も
そ
の
青
春
時
代

の
よ
う
に
そ
の
花
の
色
、
濃
い
緑
、
枝
も
た
わ
わ
な
実
の
美
し
さ
だ
け
に
目
を
う
ば
わ
れ
ず
、
寧
ろ
、
日

夜
を
貫
い
て
営
ま
れ
て
い
る
生
命
の
流
れ
、
そ
の
多
様
な
変
貌
、
永
遠
性
な
ど
を
感
じ
る
の
は
当
然
の
こ

と
で
あ
ろ
う
。
花
の
咲
き
乱
れ
た
樹
よ
り
、
冬
枯
れ
の
梢
の
枝
の
美
し
さ
を
愛
し
、
そ
こ
に
秘
め
ら
れ
て
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い
る
若
さ
を
鋭
く
感
じ
る
老
境
の
敏
感
さ
は
、
私
共
に
や
は
り
同
感
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
自

然
を
教
訓
的
に
語
る
と
い
う
こ
と
に
は
、
や
は
り
芸
術
家
を
戒
心
せ
し
め
る
要
素
が
あ
る
。

　
若
い
日
の
ゲ
ー
テ
は
、
あ
の
よ
う
に
活
々
と
瑞
々
し
く
自
然
を
感
覚
的
に
詩
化
し
た
。
老
年
に
到
っ
て
、

社
会
生
活
の
溌
剌
た
る
摩
擦
が
身
辺
か
ら
次
第
に
遠
ざ
か
り
、
彼
に
対
す
る
敬
意
か
ら
、
誰
も
彼
の
主
観

的
な
冥
想
を
妨
げ
揺
す
ぶ
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
時
代
、
ゲ
ー
テ
の
偉
大
な
横
溢
性
に
お
い
て
さ
え
、
自

然
は
そ
の
芸
術
の
間
に
観
念
化
さ
れ
て
表
現
さ
れ
は
じ
め
て
い
る
。

　
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
に
自
然
を
見
る
こ
と
も
、
そ
れ
が
観
念
的
で
あ
り
、
非
現
実
で
あ
る
こ
と
は
、
自
然

が
箴
言
的
に
眺
め
ら
れ
語
ら
れ
る
場
合
と
同
様
で
あ
る
。
老
年
の
叡
智
と
芸
術
家
と
し
て
の
不
撓
な
洞
察

が
、
人
間
社
会
生
活
の
現
実
の
細
部
と
そ
の
底
流
を
観
破
る
こ
と
益
々
具
体
的
で
あ
る
と
い
う
状
態
で
あ

っ
て
、
は
じ
め
て
自
然
と
人
間
関
係
に
つ
い
て
の
見
か
た
も
、
そ
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
と
瑞
々
し
さ
と
を
保

ち
得
る
の
で
あ
る
。

　
日
本
の
現
実
は
多
難
で
あ
り
、
そ
の
多
難
の
性
質
は
、
こ
れ
ま
で
の
生
涯
に
お
い
て
芸
術
家
藤
村
の
経

験
し
た
ど
の
時
代
に
も
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
へ
行
き
、
そ
し
て
か
え
り
、
今
日
の
苦

し
い
世
界
を
通
っ
て
来
た
老
藤
村
が
、
果
し
て
ど
の
よ
う
に
洗
わ
れ
た
感
覚
を
も
っ
て
、
日
本
の
自
然
を

生
活
の
間
に
つ
か
み
直
す
か
、
多
く
の
関
心
を
抱
い
て
い
る
も
の
の
一
人
で
あ
る
。
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こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
漱
石
の
内
的
生
活
の
矛
盾
を
て
り
か
え
す
も
の
と
し
て
現
れ
て
い
る
自
然
と
人
間

社
会
と
の
離
反
に
つ
い
て
も
、
私
た
ち
に
何
ご
と
か
を
考
え
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
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