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識

　

か
つ
て
近
世
詩
歌
の
歴
史
に
つ
い
て
展
望
を
述
べ
た
こ
と
が
あ
る）

1
（

。

　

そ
の
際
に
こ
だ
わ
っ
た
の
は
、
次
の
三
点
で
あ
っ
た
。

・
近
世
詩
歌
史
の
始
ま
り
に
つ
い
て
は
、
室
町
時
代
後
半
か
ら
の
継
続
部
分
も
大
き
く
、
開
幕
よ
り
も
さ
ら
に
遡
ら
せ
て
も
よ
い
の
で

は
な
い
か
。
十
六
世
紀
・
十
七
世
紀
を
一
つ
の
ま
と
ま
り
と
見
る
視
点
も
有
効
で
あ
る
。

・
終
わ
り
に
関
し
て
も
、
明
治
初
期
ま
で
は
近
世
の
残
滓
が
色
濃
く
残
っ
て
お
り
、
明
治
維
新
に
な
っ
た
か
ら
す
ぐ
に
近
代
詩
歌
が
成

立
し
た
と
は
言
い
難
い
。
十
九
世
紀
中
は
ま
だ
近
世
詩
歌
の
世
界
が
色
濃
い
。

（
以
上
の
二
点
は
、
前
後
に
わ
た
っ
て
、
近
世
詩
歌
史
の
範
囲
を
も
う
少
し
広
げ
て
み
た
ら
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
提
案
で
あ

る
。）
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二

・
と
り
わ
け
大
き
な
転
換
点
が
十
八
世
紀
中
頃
か
ら
後
半
に
か
け
て
に
あ
る
。

　

以
上
を
基
軸
と
し
つ
つ
、
詩
歌
史
を
略
述
し
て
、
次
の
よ
う
な
お
お
ま
か
な
見
通
し
を
得
た
。

【
室
町
後
期
か
ら
十
八
世
紀
の
中
頃
ま
で
、
徐
々
に
近
世
的
な
詩
歌
の
あ
り
か
た
が
相
貌
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
れ
は
、
多
様
な
分

野
が
混
在
し
、
雅
俗
が
共
存
す
る
詩
的
な
空
間
の
出
現
で
あ
る
。
十
七
世
紀
を
中
心
に
、
中
世
的
な
要
素
を
残
し
つ
つ
、
上
品
で
優

雅
な
作
品
が
生
み
出
さ
れ
る
一
方
、
俗
の
要
素
が
拡
張
し
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
十
八
世
紀
中
頃
か
ら
後
期
に
か
け
て
、
日
常
性
が

台
頭
し
、
口
語
化
が
促
進
さ
れ
、
成
熟
し
た
も
の
を
生
み
出
し
、
そ
の
の
ち
大
衆
化
が
進
む
。
雅
俗
の
構
造
が
俗
の
要
素
を
さ
ら
に

全
体
と
し
て
増
加
さ
せ
て
い
く
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
和
漢
や
雅
俗
の
区
別
が
曖
昧
に
な
っ
て
、
や
が
て
渾
然
一
体
と
な
り
、
十
九

世
紀
は
近
世
の
残
滓
を
と
ど
め
る
一
方
、
新
た
な
対
立
軸
と
し
て
の
〈
洋
〉
が
生
じ
て
き
て
、
十
九
世
紀
末
に
本
格
的
な
近
代
が
始

動
す
る
。】

　

本
稿
で
は
、
そ
の
よ
う
な
論
点
を
踏
ま
え
つ
つ
、
近
世
小
説
の
歴
史
が
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
か
を
探
究
し
て
み
た
い
。

二
、
十
六
・
十
七
世
紀
の
連
続
性

（
一
）
御
伽
草
子
か
ら
仮
名
草
子
へ

　

通
例
、
室
町
時
代
の
御
伽
草
子
か
ら
、
近
世
初
期
の
仮
名
草
子
へ
と
い
う
よ
う
な
展
開
が
、
散
文
の
歴
史
と
し
て
語
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、

こ
れ
は
た
ぶ
ん
実
質
と
合
っ
て
い
な
い
。

　

も
ち
ろ
ん
御
伽
草
子
に
は
中
世
文
学
に
特
徴
的
な
神
秘
性
が
濃
厚
に
あ
っ
て
、
仮
名
草
子
に
見
ら
れ
る
現
実
的
な
姿
勢
と
の
差
違
は
た

し
か
に
認
め
ら
れ
る
。
中
世
の
御
伽
草
子
、
近
世
の
仮
名
草
子
と
い
う
分
類
の
妥
当
性
も
高
い
の
で
あ
る
。
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し
か
し
、
御
伽
草
子
は
十
七
世
紀
に
も
大
名
家
や
裕
福
な
商
人
に
よ
っ
て
奈
良
絵
本
・
絵
巻
と
し
て
制
作
さ
れ
て
い
た
し
、
新
作
も
か

な
り
の
数
が
作
ら
れ
て
お
り
、
渋
川
清
右
衛
門
版
「
御
伽
文
庫
」
二
十
三
篇
で
す
ら
す
べ
て
が
室
町
時
代
成
立
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い）

2
（

。

　

仮
名
草
子
と
称
さ
れ
る
作
品
に
も
、
特
に
初
期
で
は
、
中
世
的
な
感
覚
が
強
い
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
。
特
に
『
恨
之
介
』（
慶
長
十

四
年
〈
一
六
〇
九
〉
〜
元
和
三
年
〈
一
六
一
七
〉
頃
成
立
）『
薄
雪
物
語
』（
慶
長
末
頃
成
立
、
寛
永
九
年
〈
一
六
三
二
〉
刊
）
な
ど
の
恋

愛
物
に
は
中
世
的
世
界
に
依
拠
し
て
い
る
面
が
大
き
い
。

　

仮
名
草
子
と
御
伽
草
子
に
は
、
啓
蒙
的
と
い
う
特
質
が
共
通
し
て
も
い
る）

3
（

。

　

お
そ
ら
く
御
伽
草
子
か
ら
仮
名
草
子
へ
と
い
う
流
れ
は
、
単
純
に
前
者
が
後
者
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
両
者

が
共
存
し
つ
つ
、
ゆ
る
や
か
に
転
換
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
散
文
史
に
お
い
て
、
近
世
の
始
ま
り
は
室
町
時
代

に
ま
で
足
を
延
ば
せ
る
と
も
、
逆
に
中
世
的
な
あ
り
か
た
が
近
世
初
期
に
ま
で
及
ん
で
い
る
と
も
言
え
る
。

（
二
）
仮
名
草
子

　

も
っ
と
も
、
仮
名
草
子
に
は
御
伽
草
子
と
決
定
的
な
違
い
が
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
出
版
文
化
の
隆
盛
に
よ
っ
て
、
よ
り
多
く
の

読
者
を
意
識
し
た
表
現
・
内
容
が
打
ち
出
さ
れ
て
く
る
こ
と
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
娯
楽
性
・
教
訓
性
・
実
用
性
と
い
っ
た
も
の
が
顕

著
に
な
っ
て
く
る
。

　

時
期
的
に
見
る
と
、
最
初
期
に
は
、
貴
人
の
御
伽
衆
│
主
に
連
歌
師
・
医
者
・
僧
侶
│
が
主
人
の
無
聊
を
慰
め
る
た
め
に
制
作
し
た
も

の
が
結
果
的
に
刊
行
さ
れ
た
場
合
が
多
く
、
時
の
経
過
と
と
も
に
、
朝
山
意
林
庵
・
北
村
季
吟
ら
の
学
者
、
三
浦
為
春
・
如
儡
子
ら
の
武

士
、
鈴
木
正
三
・
浅
井
了
意
ら
の
僧
侶
ら
が
作
者
と
し
て
登
場
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
作
り
手
が
知
識
階
級
全
般
へ
と
移
行
し
て
い
っ
た
。

　

こ
の
こ
と
と
連
動
し
て
、
文
章
や
内
容
、
書
物
の
形
態
も
、
読
者
の
必
要
性
に
応
え
ら
れ
る
よ
う
に
変
化
し
て
い
く
。
文
章
と
い
う
点
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四

で
は
、
寛
永
（
一
六
二
四
〜
四
四
）
の
頃
に
は
ま
だ
硬
質
で
文
語
的
な
色
合
い
が
濃
い
が
、
寛
文
（
一
六
六
一
〜
七
三
）
に
な
る
と
読
者

に
対
し
て
丁
寧
に
話
題
を
語
る
と
い
う
よ
う
に
変
化
し
て
い
く
。

　

富
山
道
冶
著
『
竹
斎
』（
元
和
七
年
〈
一
六
二
一
〉〜
九
年
頃
成
立
）
と
浅
井
了
意
（
？
〜
一
六
九
一
）
著
『
浮
世
物
語
』（
寛
文
五
、

六
年
頃
刊
）
の
冒
頭
部
分
を
比
較
し
て
み
よ
う
。

天
が
下
穏
や
か
に
し
て
山
も
動
ぜ
ず
、
峰
の
松
平
か
に
し
て
風
静
か
に
治
ま
り
、
国
家
慶
び
長
き
時
と
か
や
。
そ
の
比
山
城
の
国
に
、

藪
医
師
の
竹
斎
と
て
、
興
が
る
瘦
法
師
一
人
あ
り
。
そ
の
身
は
貧
に
し
て
、
何
事
も
心
に
任
せ
ざ
り
け
れ
ば
、
自
ら
心
も
ま
め
な
ら

ず
。
肌
に
浄
衣
を
飾
ら
ね
ば
、
藪
医
師
と
て
人
も
呼
ば
ず
。
世
中
の
例
と
し
て
、
尊
き
を
敬
ひ
、
賤
し
き
を
敬
は
ざ
れ
ば
、
親
し
き

中
も
遠
く
な
る
。
然
れ
ば
都
に
あ
り
て
も
益
は
無
し
。
賢
き
よ
り
賢
か
ら
ん
は
色
を
易
へ
よ
と
、
論
語
と
や
ら
ん
に
も
見
え
た
り
。

又
睨に

ら
みの

介す
け

と
て
郎
等
一
人
あ
り
。
彼
を
呼
び
出
し
て
申
け
る
や
う
は
、「
汝
存
ず
る
如
く
、
我
藪
医
師
の
名
を
得
た
り
と
は
い
へ
ど

も
、
そ
の
身
貧
に
し
て
病
者
さ
ら
に
近
付
か
ず
。
所
詮
諸
国
を
廻
り
、
い
づ
く
に
も
心
の
留
ま
ら
ん
所
に
住
ま
ば
や
」
と
言
ひ
け
れ

ば
、
睨
の
介
申
け
る
は
、「
仰
せ
の
如
く
、
か
ゝ
る
憂
き
住
居
を
し
給
は
ん
よ
り
、
一
先
づ
田
舎
へ
も
下
り
給
ひ
て
、
い
づ
く
に
も

心
の
留
ま
り
給
ふ
所
に
住
ま
せ
給
へ
。
此
睨
の
介
も
い
づ
く
ま
で
も
御
供
仕
ら
ん
」
と
ぞ
申
け
る
。（
竹
斎
）

今
は
昔
、
国
風
の
歌
に
、「
い
な
物
ぢ
や
、
心
は
我
が
も
の
な
れ
ど
、
ま
ゝ
に
な
ら
ぬ
は
」
と
、
高
き
も
賤
し
き
も
、
男
も
女
も
、

老
た
る
も
若
き
も
、
皆
歌
ひ
侍
べ
る
。「
思
ふ
事
叶
は
ね
ば
こ
そ
浮
世
な
れ
」
と
い
ふ
歌
も
侍
べ
り
。
万
に
つ
け
て
心
に
叶
は
ず
、

ま
ゝ
に
な
ら
ね
ば
こ
そ
浮
世
と
は
言
ふ
め
れ
。
沓
を
隔
て
ゝ
跟

あ
な
う
らを

搔
と
か
や
。
痒
き
所
に
手
の
届
か
ぬ
如
く
、
当
る
や
う
に
し
て
ゆ

き
た
ら
ず
。
沈
気
な
も
の
に
て
、
我
な
が
ら
身
も
心
も
我
が
儘
に
な
ら
で
、
い
な
物
な
り
。
ま
し
て
世
の
中
の
事
、
一
つ
も
我
が
気

に
叶
ふ
事
無
し
。
さ
れ
ば
こ
そ
浮
世
な
れ
と
言
へ
ば
、
い
や
そ
の
義
理
で
は
な
い
。
世
に
住
め
ば
、
な
に
は
に
つ
け
て
善
悪
を
見
聞

く
事
、
皆
面
白
く
、
一
寸
先
は
闇
な
り
。
な
ん
の
糸
瓜
の
皮
、
思
ひ
置
き
は
腹
の
病
、
当
座
〳
〵
に
や
ら
し
て
、
月
・
雪
・
花
・
紅
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一
五

葉
に
う
ち
向
ひ
、
歌
を
歌
ひ
、
酒
飲
み
、
浮
に
浮
い
て
慰
み
、
手
前
の
摺
切
も
苦
に
な
ら
ず
。
沈
み
入
ら
ぬ
心
立
の
水
に
流
る
ゝ
瓢

簞
の
如
く
な
る
、
こ
れ
を
浮
世
と
名
づ
く
る
な
り
と
言
へ
る
を
、
そ
れ
者
は
聞
て
、
誠
に
そ
れ
〳
〵
と
感
じ
け
り
。（
浮
世
物
語
）

　

両
者
と
も
、
自
由
気
ま
ま
に
生
き
る
こ
と
を
肯
定
す
る
内
容
だ
が
、『
竹
斎
』
の
文
章
は
ま
だ
硬
く
て
、
文
語
調
が
強
い
。
そ
れ
に
比

べ
る
と
、『
浮
世
物
語
』
の
方
は
、「
い
な
物
ぢ
や
」
な
ど
の
流
行
語
を
織
り
込
ん
で
、
文
章
の
調
子
が
い
い
。『
浮
世
物
語
』
の
場
合
は
、

話
の
展
開
に
着
目
し
て
み
て
も
、
心
に
叶
わ
ず
ま
ま
な
ら
ぬ
の
が
浮
世
だ
と
言
う
人
に
対
し
て
、
そ
う
で
は
な
く
気
楽
に
遊
ん
で
人
生
を

謳
歌
し
て
こ
そ
浮
世
な
の
だ
と
い
う
切
り
返
し
が
決
ま
っ
て
い
る
。

　

と
も
に
了
意
著
で
あ
る
『
浮
世
物
語
』『
伽
婢
子
』（
寛
文
六
年
〈
一
六
六
六
〉
刊
）
は
、
最
も
洗
練
度
が
高
い
。
た
だ
、
話
の
構
成
を

き
ち
ん
と
整
え
よ
う
と
す
る
た
め
、
西
鶴
の
よ
う
な
自
在
さ
は
見
ら
れ
な
い）

4
（

。

（
三
）
西
鶴
・
浮
世
草
子

　

現
世
を
享
楽
的
に
生
き
よ
う
と
す
る
精
神
を
作
品
世
界
と
し
て
生
き
生
き
と
描
い
た
と
い
う
点
で
、
井
原
西
鶴
（
一
六
四
二
〜
九
三
）

著
『
好
色
一
代
男
』（
天
和
二
年
〈
一
六
八
二
〉
刊
）
は
、
き
わ
め
て
画
期
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
魅
力
を
支
え
る
の
は
、
俳
諧
師

と
し
て
鍛
え
ら
れ
た
自
在
な
文
体
│
い
わ
ゆ
る
「
咄
の
文
体
」
│
で
あ
る
。
そ
し
て
、
浮
世
草
子
と
い
う
分
野
が
確
立
す
る
わ
け
で
あ
る

が
、
ま
ず
は
西
鶴
に
つ
い
て
、
そ
の
あ
り
か
た
を
追
っ
て
み
よ
う
。

　

同
書
巻
四
の
三
「
形
見
の
水
櫛
」
を
例
に
取
っ
て
み
る
。
世
の
介
は
女
を
連
れ
て
逃
走
す
る
も
の
の
、
追
手
に
よ
っ
て
女
を
奪
わ
れ
て

し
ま
っ
た
。
彼
の
意
識
が
回
復
し
た
時
に
は
、
女
は
も
う
い
な
く
な
っ
て
い
た
。
そ
の
後
、
女
の
死
を
知
っ
て
自
ら
も
死
の
う
と
す
る
が
、

そ
こ
に
い
た
男
に
押
し
と
ど
め
ら
れ
る
、
と
い
う
の
が
だ
い
た
い
の
あ
ら
す
じ
で
あ
る
。
仮
名
草
子
と
異
な
る
自
在
な
筆
致
の
例
と
し
て
、

三
点
が
指
摘
で
き
る
。
一
点
は
、
挿
話
の
お
も
し
ろ
さ
で
あ
る
。
墓
を
掘
り
返
し
て
遊
女
の
手
練
手
管
に
供
す
る
た
め
死
体
か
ら
髪
や
爪
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六

を
は
が
す
男
た
ち
の
奇
妙
な
行
動
の
話
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
、
一
話
全
体
が
格
段
に
印
象
的
な
も
の
に
仕
上
が
っ
て
い
る
。
二
点

目
と
し
て
、
陰
惨
な
内
容
な
の
に
、
世
の
介
に
問
い
詰
め
ら
れ
た
男
が
「
あ
な
た
も
女
郎
に
は
、
自
分
の
目
の
前
で
髪
や
爪
を
切
ら
せ
な

さ
い
」
な
ど
と
忠
告
す
る
と
こ
ろ
か
ら
は
、
笑
い
が
誘
わ
れ
る
。
三
点
目
は
、
最
後
の
「
分
別
所
な
り
」
│
こ
こ
が
思
案
の
し
ど
こ
ろ
さ
、

死
ん
で
し
ま
っ
て
は
元
も
子
も
な
い
│
と
い
う
こ
と
ば
で
あ
る
。
説
話
の
最
後
に
置
か
れ
る
よ
う
な
教
訓
的
な
物
言
い
を
装
い
つ
つ
、
読

者
に
対
し
て
お
ど
け
て
み
せ
る
こ
と
で
、
か
え
っ
て
印
象
を
深
め
て
い
る
。

　

な
お
、
冒
頭
部
分
は
『
伊
勢
物
語
』
六
段
「
芥
川
」
を
下
敷
き
に
し
て
い
る）

5
（

。「
浮
世
」
を
描
い
て
い
て
も
、
時
に
古
典
的
な
枠
組
み

に
も
依
拠
し
て
い
る
こ
と
に
も
留
意
し
た
い
。

　

巻
四
の
四
「
夢
の
太
刀
風
」
も
見
て
み
よ
う
。
か
つ
て
男
色
関
係
に
あ
っ
た
人
と
の
心
あ
た
た
ま
る
交
流
と
、
関
係
を
持
っ
た
の
に
不

実
に
扱
っ
た
女
た
ち
の
す
さ
ま
じ
い
復
讐
が
対
照
的
に
描
か
れ
て
い
て
、
そ
の
構
成
も
巧
み
だ
が
、
文
体
的
に
は
、
怨
念
に
よ
っ
て
化
け

物
に
な
っ
た
女
た
ち
が
次
々
と
登
場
す
る
場
面
の
調
子
の
よ
さ
に
よ
っ
て
読
者
を
ど
ん
ど
ん
作
品
世
界
に
引
き
込
ん
で
い
く
点
が
注
目
さ

れ
る
。ま

だ
身
も
ぬ
く
も
ら
ず
、
目
も
あ
は
ぬ
内
に
、
二
階
よ
り
は
し
の
子
を
つ
た
ひ
て
、
頭
は
女
、
あ
し
、
鳥
の
ご
と
し
。
胴
体
は
魚
に

ま
ぎ
れ
ず
、
浪
の
磯
に
よ
る
声
の
し
て
、「
世
之
介
様
、
我
を
忘
れ
給
ふ
か
。
石
垣
町
の
鯉
屋
の
小
ま
ん
が
執
心
、
思
ひ
し
ら
せ
ん
」

と
い
ふ
。
枕
わ
き
ざ
し
ぬ
き
う
ち
に
、
手
ご
た
へ
し
て
う
せ
ぬ
。
う
し
ろ
の
方
よ
り
、
女
口
ば
し
を
な
ら
し
、「
我
は
木こ

挽び
き

の
吉
介

が
娘
お
は
つ
が
心
魂
也
。
ふ
た
り
が
中
は
比
翼
と
い
ふ
て
、
お
も
ひ
死
を
さ
し
た
、
其
う
ら
み
に
」
と
飛
で
懸
る
を
、
是
も
た
ち
ま

ち
き
り
と
め
ぬ
。
庭
の
片
す
み
よ
り
長
二
丈
斗
の
女
、
手
足
楓か

い
での

や
う
に
見
え
し
が
、
風
ふ
き
懸
る
声
し
て
、「
我
は
是
高
雄
の
紅

葉
見
に
そ
ゝ
の
か
さ
れ
て
、
一
期
の
男
に
毒
を
飼
て
、
そ
な
た
に
思
ひ
替
し
に
、
は
や
く
も
見
捨
て
た
ま
ひ
ぬ
。
次
郎
吉
が
嚊か

ゝ

見
し

つ
た
か
」
と
か
み
つ
く
を
、
く
み
臥
て
討
と
め
ぬ
。
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こ
の
よ
う
な
躍
動
感
溢
れ
る
文
章
は
、
仮
名
草
子
で
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
話
で
も
、
最
後
の
「
仮
に
も

書
か
す
ま
い
物
は
こ
れ
ぞ
か
し
」
│
や
っ
ぱ
り
起
請
文
な
ん
て
書
か
せ
る
も
の
じ
ゃ
な
い
│
と
い
う
一
文
が
効
果
的
で
あ
る
。
事
態
か
ら

少
し
距
離
を
取
っ
て
お
ど
け
て
み
せ
た
と
い
う
体
の
こ
の
一
文
が
笑
い
を
誘
い
、
一
話
を
た
ん
な
る
恐
ろ
し
い
復
讐
劇
に
終
わ
ら
せ
て
い

な
い
。

　

深
刻
な
内
容
を
描
き
な
が
ら
、
ど
こ
か
に
笑
い
を
交
え
て
い
る
た
め
に
、
醸
し
出
さ
れ
て
く
る
情
感
が
複
雑
で
豊
か
に
な
る
。
そ
し
て

選
ん
で
く
る
話
自
体
が
こ
の
上
な
く
興
味
深
い
。
西
鶴
が
近
世
最
高
の
作
者
で
あ
る
と
い
う
大
方
の
評
価
は
、
そ
う
い
っ
た
点
に
拠
っ
て

い
る
と
思
う
。

　

そ
の
根
底
に
は
、
人
間
と
は
何
か
と
い
う
問
い
か
け
が
常
に
存
在
し
て
い
る
。『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』（
貞
享
二
年
〈
一
六
八
五
〉
刊
）

の
一
話
を
例
に
取
っ
て
み
よ
う
。

　
「
大
晦
日
は
あ
は
ぬ
算
用
」
は
、
貧
乏
な
浪
人
原
田
内
助
が
、
義
兄
か
ら
十
両
の
金
を
も
ら
い
、
仲
間
と
酒
宴
を
催
し
た
際
に
起
こ
っ

た
事
件
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
内
助
の
機
転
や
浪
人
同
士
の
あ
た
た
か
い
心
の
交
流
な
ど
を
賛
美
し
た
話
と
捉
え
る
か
、
む

し
ろ
仲
間
内
で
し
か
義
理
堅
さ
を
発
揮
で
き
な
い
彼
ら
の
珍
奇
な
振
る
舞
い
だ
と
批
判
（
も
し
く
は
嘲
笑
）
し
て
い
る
と
捉
え
る
か）

6
（

、
解

釈
が
分
か
れ
る
。
前
者
だ
と
、
落
ち
ぶ
れ
て
も
自
尊
心
を
失
わ
な
い
人
々
の
清
々
し
さ
を
描
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
後
者
だ
と
、
限

ら
れ
た
人
間
関
係
に
自
足
す
る
人
々
の
狭
隘
さ
を
描
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
私
は
、
そ
の
折
衷
案
を
取
り
た
い
。
武
士
を
批
判
し
て

い
る
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
激
し
い
も
の
で
は
な
く
、
浪
人
た
ち
の
義
理
堅
い
結
び
付
き
を
な
か
ば
呆
れ
つ
つ
感
心
し
て
い
る
と
い
っ
た
と

こ
ろ
で
は
な
い
か
と
思
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
そ
こ
に
は
人
間
精
神
を
探
究
し
た
い
と
い
う
強
い
姿
勢
が
う
か
が
え
る
。

　

現
世
に
焦
点
を
当
て
て
そ
れ
を
写
実
的
に
描
く
の
が
近
世
的
な
特
質
だ
と
い
う
点
で
は
、
御
伽
草
子
か
ら
仮
名
草
子
、
そ
し
て
西
鶴
・

浮
世
草
子
へ
と
展
開
し
て
い
く
中
で
、
そ
れ
は
強
ま
っ
て
い
く
と
言
え
る
。
た
だ
、
右
に
指
摘
し
た
よ
う
な
、
西
鶴
に
お
け
る
直
接
的
に
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人
間
と
は
何
か
を
問
い
か
け
る
素
朴
な
力
強
さ
は
、
中
世
的
な
要
素
を
引
き
ず
る
あ
り
か
た
だ
と
も
言
え
る
。
そ
の
よ
う
な
傾
向
は
、
近

世
の
後
半
に
な
る
と
薄
れ
て
い
っ
て
、
娯
楽
性
を
追
究
す
る
姿
勢
が
よ
り
強
く
な
る
。

　

ま
た
、
西
鶴
の
主
語
や
述
語
が
自
在
に
入
れ
替
わ
る
文
体
は
後
続
の
浮
世
草
子
で
は
失
わ
れ
、
客
観
的
な
作
者
の
視
点
か
ら
登
場
人
物

の
心
理
や
状
況
を
把
握
す
る
文
体
に
変
化
し
て
い
く
。
西
鶴
の
個
性
に
頼
る
の
で
は
な
く
、
趣
向
や
劇
的
趣
向
を
取
り
入
れ
て
現
実
を
描

写
し
よ
う
と
す
る
、
近
世
と
い
う
時
代
に
よ
り
普
遍
的
に
通
じ
る
文
章
を
創
造
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る）

7
（

。

　

と
こ
ろ
で
、
飯
倉
洋
一
氏
は
、
十
八
世
紀
を
中
心
に
、
啓
蒙
・
教
訓
を
目
的
と
し
て
、
語
り
の
場
に
基
盤
を
有
す
る
、
面
白
い
話
の
集

成
で
あ
る
仮
名
読
物
群
を
「
奇
談
」
と
い
う
領
域
と
設
定
し
、
そ
れ
が
近
世
前
期
の
仮
名
読
物
と
近
世
後
期
の
仮
名
読
物
を
つ
な
ぐ
橋
渡

し
的
な
役
割
を
果
た
し
た
と
指
摘
す
る）

8
（

。
た
と
え
ば
、『
太
平
百
物
語
』（
享
保
十
七
年
〈
一
七
三
二
〉
刊
）
や
『
諸
国
里
人
談
』（
寛
保

三
年
〈
一
七
四
三
〉
刊
）
な
ど
が
そ
れ
に
当
た
る
。「
奇
談
」
が
、
浮
世
草
子
や
読
本
と
同
じ
次
元
で
分
野
と
し
て
成
り
立
ち
う
る
か
ど

う
か
は
と
も
か
く
、
こ
の
よ
う
な
領
域
が
想
定
さ
れ
る
こ
と
自
体
、
分
野
だ
け
で
は
割
り
切
れ
な
い
も
の
│
そ
れ
は
近
世
小
説
の
豊
か
さ

と
言
い
換
え
て
も
よ
い
だ
ろ
う
│
の
存
在
を
証
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
し
、
そ
の
よ
う
に
柔
軟
で
複
層
的
な
視
点
を
持
つ
こ
と
も
必

要
だ
と
思
わ
れ
る
。

（
四
）
前
期
読
本

　

宝
暦
（
一
七
五
一
〜
六
四
）
頃
か
ら
中
国
の
白
話
小
説
を
翻
案
し
た
作
品
分
野
で
あ
る
読
本
（
前
期
読
本
）
が
登
場
す
る
。
そ
の
嚆
矢

は
、
都
賀
庭
鐘
著
『
英
草
紙
』（
寛
延
二
年
〈
一
七
四
九
〉
刊
）
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
最
も
代
表
的
な
作
品
は
、
明
和
五
年
（
一
七
六

八
）
に
成
立
し
安
永
五
年
（
一
七
七
六
）
に
刊
行
さ
れ
た
、
上
田
秋
成
（
一
七
三
四
〜
一
八
〇
九
）
著
『
雨
月
物
語
』
で
あ
る
。
そ
こ
で

は
、
和
漢
混
淆
文
に
よ
っ
て
、
高
い
精
神
性
が
表
現
さ
れ
る
。
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「
夢
応
の
鯉
魚
」
と
い
う
短
編
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。
絵
の
名
人
で
三
井
寺
の
僧
侶
で
も
あ
る
興
義
は
、
漁
師
に
よ
っ
て
捕
ら
え
ら

れ
た
魚
を
買
い
取
り
、
逃
が
し
て
や
っ
て
は
、
そ
の
姿
を
描
い
て
い
た
。
そ
の
功
徳
に
よ
っ
て
興
義
は
魚
に
な
り
琵
琶
湖
を
遊
泳
し
た
が
、

彼
自
身
も
漁
師
に
捕
ら
え
ら
れ
て
し
ま
い
、
料
理
さ
れ
そ
う
に
な
っ
た
と
こ
ろ
で
夢
か
ら
醒
め
る
、
と
い
う
の
が
あ
ら
す
じ
で
あ
る
。

　

娯
楽
的
な
要
素
は
、
興
義
が
蘇
生
し
た
後
、
平
の
助
の
殿
の
館
で
起
こ
っ
た
出
来
事
を
言
い
当
て
る
と
い
う
点
と
、
琵
琶
湖
を
遊
泳
す

る
際
に
近
江
八
景
が
描
写
さ
れ
る
と
い
う
点
に
あ
る
。

　

そ
し
て
、
芸
術
へ
の
執
心
と
宗
教
的
な
慈
悲
心
と
い
う
二
つ
に
よ
っ
て
、
人
が
魚
に
な
る
怪
異
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
と
い
う
点
が
主
題

で
あ
ろ
う
。
言
い
換
え
る
と
、
激
し
い
心
の
動
き
に
よ
っ
て
、
人
間
は
別
の
動
物
に
も
変
わ
り
う
る
と
い
う
不
思
議
さ
へ
の
感
歎
が
そ
こ

に
は
あ
る
の
で
あ
る
。
西
鶴
と
同
様
、
人
間
と
は
何
か
と
い
う
本
質
的
な
問
い
か
け
が
看
取
さ
れ
る
。

　

ち
な
み
に
、
話
の
骨
格
は
中
国
文
学
（『
古
今
説
海
』「
魚
服
記
」）
に
拠
っ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ
こ
で
の
主
人
公
は
役
人
な
の
で
あ

り
、
画
家
、
僧
侶
と
い
う
芸
術
的
・
宗
教
的
要
素
を
加
え
た
の
は
『
雨
月
物
語
』
独
自
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
琵
琶
湖
の
風
景
を

描
く
こ
と
で
日
本
人
に
親
し
み
や
す
く
し
た
点
も
独
自
で
あ
る
。

　

そ
の
文
章
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
興
義
が
湖
に
入
ろ
う
と
す
る
場
面
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

湖
水
の
碧
な
る
を
見
る
よ
り
、
現う

つ
つな

き
心
に
浴
て
遊
び
な
ん
と
て
、
そ
こ
に
衣
を
脱
去
て
、
身
を
跳
ら
し
て
深
き
に
飛
入
つ
も
、
彼を

ち

此こ
ち

に
游
め
ぐ
る
に
、
幼わ

か
きよ

り
水
に
狎な

れ

た
る
に
も
あ
ら
ぬ
が
、
慾お

も

ふ
に
ま
か
せ
て
戯
れ
け
り
。
今
思
へ
ば
愚
な
る
夢
ご
ゝ
ろ
な
り
し
。

さ
れ
ど
も
人
の
水
に
浮
ぶ
は
、
魚
の
こ
ゝ
ろ
よ
き
に
は
し
か
ず
。
こ
ゝ
に
て
又
魚
の
遊
び
を
う
ら
や
む
こ
ゝ
ろ
お
こ
り
ぬ
。
傍
に
ひ

と
つ
の
大ま

魚な

あ
り
て
い
ふ
、「
師
の
ね
が
ふ
事
い
と
や
す
し
。
待
せ
給
へ
」
と
て
、
杳は

る
かの

底
に
去ゆ

く

と
見
し
に
、
し
ば
し
し
て
、
冠
装

束
し
た
る
人
の
、
前
の
大
魚
に
胯ま

た

が
り
て
、
許
多
の
鼇う

ろ
く
ず魚

を
率
ゐ
て
浮
び
来
た
り
、
我
に
む
か
ひ
て
い
ふ
、「
海わ

た
づ
み若

の
詔

み
こ
と
の
りあ

り
。
老

僧
か
ね
て
放
生
の
功
徳
多
し
。
今
江
に
入
て
魚
の
遊あ

そ
び躍

を
ね
が
ふ
。
権か

り

に
金
鯉
が
服
を
授
け
て
、
水
府
の
た
の
し
み
を
せ
さ
せ
給
ふ
。
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只
餌
の
香
ば
し
き
に
昧く

ら

ま
さ
れ
て
、
釣
の
糸
に
か
ゝ
り
身
を
亡
ふ
事
な
か
れ
」
と
い
ひ
て
、
去
て
見
え
ず
な
り
ぬ
。
不
思
義
の
あ
ま

り
に
、
お
の
が
身
を
か
へ
り
見
れ
ば
、
い
つ
の
ま
に
鱗
金
光
を
備
へ
て
、
ひ
と
つ
の
鯉
魚
と
化
し
ぬ
。

　

秋
成
の
読
本
は
、
中
国
文
学
の
枠
組
み
を
踏
ま
え
つ
つ
、
日
本
的
に
加
工
さ
れ
た
世
界
を
漢
文
訓
読
体
と
和
文
体
が
入
り
混
じ
っ
た
文

に
よ
っ
て
表
現
し
て
い
る
。
文
章
と
し
て
は
、
西
鶴
よ
り
雅
び
な
要
素
が
濃
く
て
、
む
し
ろ
古
典
的
と
言
え
る
。
そ
う
し
て
、
秋
成
に
も

人
間
と
は
何
か
を
し
ぶ
と
く
問
う
て
い
く
姿
勢
が
あ
っ
た
。
古
典
を
踏
ま
え
つ
つ
、
人
間
と
は
何
か
を
直
接
的
に
探
究
す
る
、
正
の
意
味

で
の
素
朴
さ
が
あ
る
と
い
う
点
で
、
前
期
読
本
は
、
十
八
世
紀
後
半
に
登
場
す
る
作
品
分
野
と
は
一
線
を
画
す
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、

近
世
小
説
史
の
前
半
期
に
前
期
読
本
を
位
置
付
け
た
い
。

三
、
十
八
世
紀
中
頃
か
ら
後
半
に
お
け
る
転
換

　

さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
十
八
世
紀
の
中
頃
ま
で
の
小
説
史
に
対
し
て
、
中
頃
か
ら
後
半
に
か
け
て
、
大
き
な
転
換
点
が
生
じ
る
。
そ
の

こ
と
は
、
文
運
東
漸
と
い
う
鍵
語
に
よ
っ
て
通
例
理
解
さ
れ
る
。

　

文
運
東
漸
と
は
、
宝
暦
・
明
和
・
安
永
（
一
七
五
一
〜
八
一
）
前
後
に
、
創
作
・
出
版
の
中
心
が
上
方
か
ら
江
戸
へ
と
移
行
す
る
こ
と

を
言
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
伴
っ
て
、
文
章
が
大
き
く
変
化
す
る
こ
と
に
も
な
る
。

　

そ
う
い
っ
た
様
相
を
洒
落
本
・
黄
表
紙
・
滑
稽
本
・
後
期
読
本
・
人
情
本
・
合
巻
と
い
っ
た
分
野
ご
と
に
見
て
み
た
い
。

（
一
）
洒
落
本

　

洒
落
本
は
、
遊
里
を
舞
台
と
し
て
、
客
と
遊
女
の
関
係
を
、
そ
こ
で
の
し
き
た
り
、
遊
女
の
風
俗
や
手
練
手
管
な
ど
を
通
し
て
描
く
。
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洒
落
本
に
通
底
す
る
の
は
、
江
戸
を
代
表
す
る
美
意
識
「
通
」
に
よ
る
「
う
が
ち
」
の
精
神
で
あ
る
。「
う
が
ち
」
と
は
、
ふ
つ
う
に

は
気
付
か
れ
て
い
な
い
よ
う
な
事
柄
を
探
り
出
し
て
み
せ
る
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
の
た
め
、
登
場
人
物
の
会
話
と
、
小
書
き
衣
装
付
け
と
い
う
ト
書
き
に
よ
っ
て
、
写
実
的
な
文
体
が
用
い
ら
れ
た
。
こ
の
会
話
体
は
、

そ
の
の
ち
滑
稽
本
、
人
情
本
を
経
て
、
近
代
小
説
へ
と
受
け
継
が
れ
て
、
小
説
の
表
現
に
強
い
描
写
力
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。

　

洒
落
本
が
江
戸
の
地
に
定
着
し
、
一
つ
の
分
野
と
し
て
確
立
す
る
の
は
、
田
舎
老
人
多
田
爺
（
丹
波
屋
利
兵
衛
）
著
『
遊
子
方
言
』

（
明
和
七
年
〈
一
七
七
〇
〉
刊
）
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
代
表
的
作
者
は
、
山
東
京
伝
（
一
七
六
一
〜
一
八
一
六
）
だ
っ
た
。
京
伝
著
『
傾

城
買
四
十
八
手
』（
寛
政
二
年
〈
一
七
九
〇
〉
刊
）
の
「
し
つ
ぽ
り　
（
男
女
間
の
愛
情
が
こ
ま
や
か
な
さ
ま
）
と
し
た
手
」
に
は
、
客
と

遊
女
の
会
話
と
し
て
次
の
よ
う
に
あ
る
。

ム
ス
コ
よ
く
う
そ
を
つ
く
の
。
う
そ
つ
つ
き
と
つ
け
や
せ
う
。
女
郎
ほ
ん
ざ
ん
す
よ
。
ム
ス
コ
そ
ん
な
ら
客
に
ほ
れ
た
の
が
あ
る

だ
ら
う
。
女
郎
人
に
ほ
れ
る
の
は
き
ら
ひ
サ
。
ム
ス
コ
そ
ん
な
ら
わ
つ
ち
ら
に
は
、
な
を
だ
ら
う
ね
。
女
郎
ぬ
し
に
か
へ
。
ト
か
ほ

を
み
て

わ
ら

ひ
、
跡
は
申
ン
す
め
へ
。
ト
ふ
と
ん
の
す
み
へ
つ
け
し
く
ゝ

り
ざ
る
を
、
ひ
ね
く
つ
て
ゐ
る
。
ム
ス
コ
じ
ら
し
な
さ
る
ね
。
女
郎
モ
シ
へ
わ
つ
ち
や
た
つ
た
一
ッ
、
ね
が
ひ
が
ご
ざ

ん
す
よ
。
ム
ス
コ
ど
ふ
云
ね
が
ひ
だ
。
女
郎
わ
つ
ち
が
ほ
れ
た
客
し
ゆ
の
来
な
ん
す
や
う
に
さ
。
ム
ス
コ
お
め
へ
今
、
ほ
れ
た
も

の
は
ね
へ
と
い
つ
た
じ
や
ね
へ
か
。
女
郎
た
つ
た
ひ
と
り
ご
ざ
ん
す
よ
。
ム
ス
コ
う
ら
山
し
い
事
だ
の
。
ど
こ
の
人
だ
へ
。
女
郎

だ
ま
つ

て
ゐ
る
。
ム
ス
コ
コ
ウ
ど
こ
の
人
だ
へ
。
女
郎
お
ま
へ
さ
。
ト
お
も
ひ
き

つ
て
い
ふ
。
ム
ス
コ
で
へ
ぶ
あ
や
な
し
な
さ
る
も
ん
だ
の
。
ト
む
ね
ど

き
〴
〵
。
女
郎
ほ
ん

で
ご
ざ
ん
す
よ
。
そ
れ
だ
け
れ
ど
、
わ
た
し
ら
が
や
う
な
も
の
だ
か
ら
、
も
う
こ
れ
ぎ
り
で
お
出
な
ん
す
め
へ
ね
。
ム
ス
コ
も
つ

て
へ
ね
へ
。
お
め
へ
の
や
う
な
う
つ
く
し
ひ
女
郎
し
ゆ
だ
も
の
を
。
女
郎
あ
い
さ
。
左
様
サ
。
た
ん
と
お
な
ぶ
ん
な
ん
し
。
ム
ス
コ

ほ
ん
に
サ
。
呼
ん
で
さ
へ
く
ん
な
さ
る
な
ら
、
く
る
気
さ
。
女
郎
う
そ
や
。
ム
ス
コ
き
た
ら
ど
ふ
し
な
さ
る
。
女
郎
じ
つ
か
へ
。

ム
ス
コ
し
れ
た
事
サ
。
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女
郎
は
最
初
「
人
に
ほ
れ
る
の
は
き
ら
ひ
サ
」
な
ど
と
言
っ
て
い
る
。
息
子
の
方
は
、
そ
れ
で
は
自
分
に
は
脈
が
な
か
ろ
う
と
思
い
、

少
し
落
胆
す
る
。
し
か
し
、「
わ
つ
ち
が
ほ
れ
た
客
し
ゆ
の
来
な
ん
す
や
う
に
」
と
い
う
願
い
が
あ
る
な
ど
と
、
意
味
あ
り
げ
な
こ
と
を

ほ
の
め
か
す
の
で
あ
る
。
息
子
が
「
お
め
へ
今
、
ほ
れ
た
も
の
は
ね
へ
と
い
つ
た
じ
や
ね
へ
か
」
と
言
い
返
す
と
、
す
か
さ
ず
女
郎
は

「
た
つ
た
ひ
と
り
ご
ざ
ん
す
よ
」
と
告
白
す
る
。
い
っ
た
い
ど
こ
の
ど
い
つ
だ
と
尋
ね
る
と
、「
お
ま
へ
さ
」
と
い
う
返
事
。
落
胆
が
最
初

に
あ
っ
た
分
、
幸
福
は
倍
加
す
る
。
こ
れ
で
す
っ
か
り
息
子
は
女
郎
の
虜
に
な
る
。

　

さ
ら
に
「
ト
お
も
ひ
き
つ
て
い
ふ
」「
ト
む
ね
ど
き
〴
〵
」
な
ど
の
ト
書
き
が
い
っ
そ
う
の
臨
場
感
を
醸
し
出
す
の
で
あ
る
。
西
鶴
や

秋
成
が
目
指
し
た
骨
太
の
し
た
た
か
な
人
間
探
究
と
は
次
元
の
異
な
る
、
も
っ
と
心
理
に
重
点
を
置
い
て
人
間
の
あ
り
か
た
を
考
え
よ
う

と
す
る
姿
勢
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

（
二
）
黄
表
紙

　

洒
落
本
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
台
頭
す
る
の
が
、
黄
表
紙
で
あ
る
。
絵
画
の
余
白
に
は
文
章
が
書
き
込
ま
れ
る
絵
本
文
芸
で
あ
る
。

　

極
端
な
設
定
を
し
て
、
そ
こ
に
生
じ
る
笑
い
を
描
い
て
い
く
と
い
う
姿
勢
が
基
本
に
あ
る
。
た
だ
し
、
滑
稽
を
追
究
す
る
際
に
も
知
的

な
鋭
さ
が
あ
り
、
そ
れ
が
洒
脱
な
感
覚
を
醸
成
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
芝
全
交
著
『
大
悲
千
禄
本
』（
天
明
五
年
〈
一
七
八
五
〉
刊
）

で
は
、
千
手
観
音
が
質
入
れ
し
た
手
と
い
う
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
、
大
江
山
伝
説
や
平
忠
盛
、
手
の
な
い
女
郎
な
ど
が
次
々
と
登
場
し
て
、

雅
俗
の
入
り
混
じ
っ
た
話
題
が
展
開
し
、
手
が
欲
し
い
人
々
の
滑
稽
な
行
状
と
い
う
一
つ
の
笑
い
を
目
指
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

黄
表
紙
の
嚆
矢
は
、
安
永
四
年
（
一
七
七
五
）
に
刊
行
さ
れ
た
恋
川
春
町
著
『
金
々
先
生
栄
花
夢
』
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
山
東
京

伝
の
代
表
作
『
江
戸
生
艶
気
樺
焼
』（
天
明
五
年
刊
）
の
、
浮
気
な
こ
と
を
ひ
た
す
ら
目
指
そ
う
と
す
る
金
持
ち
の
馬
鹿
息
子
艶
二
郎
が

狂
言
仕
立
て
の
心
中
を
試
み
よ
う
と
す
る
場
面
を
引
用
し
よ
う
。
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絵
が
か
な
り
主
体
的
に
関
わ
る
た
め
、
文
の
方
は
比
較
的
軽
め
に
な
っ
て
い
る
。

艶
二
郎
い
よ
〳
〵
乗
り
が
来
て
、
か
れ
こ
れ
と
す
る
う
ち
、
七
十
五
日
の
日
ぎ
り
が
切
れ
、
う
ち
方
よ
り
は
、
勘
当
を
許
さ
ん
と
毎

日
の
催
促
な
れ
ど
も
、
い
ま
だ
浮
気
を
し
足
り
ね
ば
、
親
類
中
の
と
り
な
し
に
て
、
廿
日
の
日
延
べ
を
願
ひ
、
ど
ふ
し
て
も
心
中
ほ

ど
浮
気
な
も
の
は
あ
る
ま
い
と
、
て
ま
へ
は
命
も
す
て
る
気
な
れ
ど
も
、
そ
れ
で
は
浮
名
が
不
承
知
ゆ
へ
、
う
そ
心
中
の
つ
も
り
に

て
、
先
へ
喜
之
介
と
志
庵
を
や
つ
て
お
き
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
ふ
を
合
図
に
止
め
さ
せ
る
注
文
に
て
、
ま
づ
浮
名
を
千
五
百
両
に

て
身
請
て
を
し
、
心
中
の
道
具
立
て
を
買
い
集
め
る
。
対
の
小
袖
の
模
様
に
は
、「
肩
に
金
て
こ
裾
に
は
碇
、
質
に
お
ゐ
て
も
流
れ

の
身
」
と
い
ふ
古
歌
の
心
を
学
ば
れ
た
り
。
こ
れ
も
中
屋
と
山
崎
の
も
う
け
も
の
な
り
。

　

も
と
も
と
艶
二
郎
が
勘
当
し
て
も
ら
っ
た
の
を
親
の
方
で
は
日
限
が
来
た
の
で
許
そ
う
と
申
し
出
る
と
い
う
あ
べ
こ
べ
の
笑
い
が
設
定

さ
れ
て
い
る
こ
と
、
心
中
の
道
具
立
て
と
し
て
小
袖
を
揃
え
て
呉
服
屋
が
も
う
け
た
と
い
う
く
だ
り
な
ど
、
と
ぼ
け
た
雰
囲
気
を
ま
と
わ

せ
る
。

　

た
だ
し
、
天
明
ま
で
は
知
的
で
洒
脱
な
笑
い
を
伴
う
黄
表
紙
だ
っ
た
が
、
寛
政
の
改
革
の
後
に
は
緊
張
感
が
薄
れ
、
通
俗
的
な
大
衆
路

線
に
変
更
さ
れ
る
。

（
三
）
滑
稽
本

　

寛
政
の
改
革
に
よ
っ
て
小
説
の
大
衆
化
路
線
が
促
進
さ
れ
た
結
果
、
滑
稽
本
が
登
場
し
て
く
る
。

　

宝
暦
（
一
七
五
一
〜
六
四
）
頃
に
流
行
し
た
談
義
本
に
端
を
発
し
、
天
明
（
一
七
八
一
〜
八
九
）
頃
に
全
盛
期
を
迎
え
る
咄
本）

9
（

に
刺
激

を
受
け
、
洒
落
本
に
あ
っ
た
鋭
い
現
実
観
察
の
態
度
を
捨
て
て
、
滑
稽
さ
を
描
写
す
る
姿
勢
を
増
幅
さ
せ
、
舞
台
も
遊
里
か
ら
庶
民
生
活

に
移
し
た
。
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そ
こ
に
は
、
洒
落
本
や
黄
表
紙
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
知
的
な
要
素
や
、
微
妙
な
心
理
の
あ
や
を
描
く
姿
勢
も
稀
薄
に
な
っ
て
い
く
。
そ

の
一
方
、
話
者
の
身
振
り
や
仕
種
ま
で
も
詳
細
に
描
こ
う
と
す
る
会
話
体
が
充
実
す
る
。

　

滑
稽
本
の
成
立
は
、
十
返
舎
一
九
（
一
七
六
五
〜
一
八
三
一
）
著
『
東
海
道
中
膝
栗
毛
』（
初
編
享
和
二
年
〈
一
八
〇
二
〉
刊
）
に
よ

っ
て
な
さ
れ
、
右
に
指
摘
し
た
よ
う
な
特
質
は
式
亭
三
馬
（
一
七
七
六
〜
一
八
二
二
）
著
『
浮
世
風
呂
』（
文
化
六
〜
十
年
〈
一
八
〇
九

〜
一
三
〉
刊
）
や
『
浮
世
床
』（
文
化
十
年
〜
文
政
六
年
〈
一
八
二
三
〉
刊
）
へ
と
引
き
継
が
れ
る
。

　
『
東
海
道
中
膝
栗
毛
』
初
編
、
湯
が
熱
か
っ
た
の
で
下
駄
を
履
い
て
入
り
、
風
呂
桶
の
底
を
抜
い
て
し
ま
う
と
い
う
有
名
な
小
田
原
の

場
面
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

北
「
弥
次
さ
ん
〳

　〵
弥
二
「
な
ん
だ
又
呼よ

ぶ

か　
北
「
な
る
ほ
ど
お
め
へ
の
い
ふ
と
ふ
り
、
入
し
め
て
見
る
と
あ
つ
く
は
ね
へ
。

ア
ヽ
い
ゝ
こ
ゝ
ろ
も
ち
だ
。
あ
は
れ
な
る
か
な
石
ど
う
丸
は
、
ヅ
レ
レ
ン
〳

　〵

此
内
弥
二
郎
あ
た
り
を
み
れ
ば
、
か
く
し
て
お
い
た
る
下
駄
が
な
き
ゆ

へ
、
さ
て
は
こ
い
つ
み
つ
け
た
な
と
、
お
か
し
く
お
も
つ
て
い
る
う
ち
、

北
八
は
さ
す
が
に
し
り
が
あ
つ
く
、
た
つ
た
り
す
わ
つ
た
り
い
ろ
〳
〵
し
て
、
あ
ま
り
下
駄
に
て
ぐ
は
た
〳
〵
と
ふ
み
ち
ら
し
、

つ
ゐ
に
か
ま
の
そ
こ
を
ふ
み
ぬ
き
、
べ
つ
た
り
と
し
り
も
ち
を
つ
き
け
れ
ば
、
湯
は
み
な
な
が
れ
て
シ
ウ
〳
〵
〳
〵
〳
〵
〳
〵
　
北
「
ヤ
ア
イ
た
す
け
ぶ
ね
〳

　〵
弥
二
「
ど

ふ
し
た
〳
〵
ハ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

　ヽ

や
ど
の
て
い
し
ゆ
こ
の
お
と
に
お
ど
ろ
き
、

う
ら
口
よ
り
ゆ
ど
の
へ
ま
は
り
き
も
を
つ
ぶ
し　
亭
主
「
ど
ふ
な
さ
い
ま
し
た　
北
「
イ
ヤ
モ
ウ
命
に
別
条
は
ね

へ
が
、
か
ま
の
そ
こ
が
ぬ
け
て
ア
イ
タ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

　ヽ
て
い
主
「
コ
レ
ハ
又
ど
ふ
し
て
そ
こ
が
ぬ
け
ま
し
た　
北
「
ツ
イ
下
駄
で
、

ぐ
は
た
〳
〵
や
つ
た
か
ら　

ト
い
ふ
に
て
い
し
ゆ
は
ふ
し
ぎ
そ
ふ
に
、
北
八

が
あ
し
を
み
れ
ば
、
下
太
を
は
い
て
い
る
ゆ
へ　
て
い
「
イ
ヤ
ア
お
ま
い
は
、
と
ほ
う
も
な
い
お
人
だ
。
す
い
ふ
ろ
へ

は
い
る
に
、
下
駄
を
は
い
て
は
い
る
と
い
ふ
事
が
あ
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
か
。
ら
つ
ち
も
な
い
こ
ん
だ　
北
「
イ
ヤ
わ
つ
ち
も
、

初
手
は
は
だ
し
で
は
い
つ
て
見
た
が
、
あ
ん
ま
り
あ
つ
い
か
ら
さ　
て
い
「
イ
ヤ
は
や
に
が
〳
〵
し
い
こ
ん
だ

北
八
が
下
駄
を
履
い
て
水
風
呂
に
入
っ
た
た
め
底
が
抜
け
た
と
い
う
他
愛
も
な
い
騒
動
が
、
会
話
体
と
ト
書
き
に
よ
っ
て
臨
場
感
を
も
っ

て
伝
わ
っ
て
く
る
。「
シ
ウ
〳
〵
〳
〵
〳
〵
〳
〵
」
と
い
う
擬
音
語
も
効
果
的
で
あ
る
。
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（
四
）
後
期
読
本

　

後
期
読
本
は
、
中
国
小
説
に
基
づ
い
て
い
る
と
い
う
点
で
前
期
読
本
と
共
通
性
を
持
つ
一
方
で
、
娯
楽
性
が
強
ま
っ
て
い
る
。

　

伝
奇
的
な
内
容
が
主
で
、
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
い
人
間
模
様
や
怪
異
が
、
商
業
性
を
帯
び
た
娯
楽
性
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
。

　

主
な
作
者
と
し
て
は
、
山
東
京
伝
と
曲
亭
馬
琴
（
一
七
六
七
〜
一
八
四
八
）
が
い
る
。
京
伝
は
、
洒
落
本
・
黄
表
紙
作
者
と
し
て
活
躍

し
て
い
た
が
、
寛
政
の
改
革
で
罰
せ
ら
れ
た
後
、
読
本
に
転
向
し
た
。
そ
の
代
表
作
と
し
て
は
、『
桜
姫
全
伝
曙
草
紙
』（
文
化
二
年
刊
）

『
昔
話
稲
妻
表
紙
』（
文
化
三
年
刊
）
な
ど
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、『
桜
姫
全
伝
曙
草
紙
』
か
ら
、
清
玄
の
涙
に
よ
っ
て
桜
姫
が
蘇
生
す
る

場
面
を
見
て
み
た
い
。

さ
れ
ど
か
ゝ
る
花
の
姿
を
む
な
し
く
灰
と
な
さ
ん
こ
と
、
惜
べ
く
悲
む
べ
し
」
と
ひ
と
り
嘆
ひ
と
り
説く

ど
き、

雨
の
ご
と
く
落
る
涙
、
姫

の
顔
に
は
ら
〳
〵
と
か
ゝ
り
て
口
に
い
り
け
る
が
、
忽
一い

つ

息そ
く

を
出
し
け
れ
ば
、
い
そ
ぎ
ま
ど
ひ
て
庵
室
の
う
ち
に
抱
入
、
身
う
ち
を

按な
で
さ
す
り摩

薬
を
口
に
入
て
水
を
そ
ゝ
ぎ
、
身
を
ち
か
づ
け
て
肌
を
あ
た
ゝ
め
な
ど
す
る
に
、
し
ば
し
あ
り
て
甦よ

み
が
へ
る

生
こ
と
を
得
た
り
。
清

玄
一ひ

た
す
ら向

夢
の
こ
ゝ
ち
し
、「
姫
、
こ
ゝ
ち
は
い
か
に
〳
〵
」
と
と
へ
ば
、
桜
ひ
め
目
を
ひ
ら
き
、
あ
た
り
の
尋よ

の

常つ
ね

な
ら
ざ
る
を
見
て

惘ば
う

然ぜ
ん

と
ま
よ
ひ
、
香
煙
に
ふ
す
ぼ
り
た
る
御
仏
に
む
か
ひ
、「
こ
ゝ
は
は
や
冥
途
に
て
候
か
。
女
は
い
つ
ゝ
の
何
某
と
か
や
申
し
て
、

深
き
罪
あ
る
も
の
ゝ
よ
し
。
慈
悲
を
た
れ
玉
は
れ
か
し
」
と
い
ひ
て
、
さ
め
〴
〵
と
哭な

く

さ
ま
、
春
の
花
の
雨
に
悩
み
、
秋
の
草
の
露

に
霑し

ほ
るる

風
情
な
る
を
、
清
玄
つ
れ
〴
〵
と
打
ま
も
り
居
け
る
が
、
俄
に
一
陣
の
冷
風
さ
と
吹
、
清
玄
が
身
う
ち
に
冷
と
ほ
る
と
ひ
と

し
く
、
忽
心
中
恍
惚
と
し
て
、
再
愛あ

い

著ぢ
や
くの

念
を
生
じ
、
姫
の
手
を
と
ら
へ
て
い
ひ
け
る
は
、

　
「
惘
然
」「
恍
惚
」
の
よ
う
な
漢
語
を
用
い
た
り
、「
春
の
花
の
」
以
下
が
対
句
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
よ
う
に
漢
文
調
の
語
り
口
が
目

に
付
く
。

　

秋
成
の
よ
う
な
、
根
源
的
な
問
い
か
け
を
硬
質
な
語
り
に
よ
っ
て
紡
ぐ
と
い
う
よ
り
も
、
弾
む
よ
う
な
調
子
の
漢
文
訓
読
調
に
よ
っ
て
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一
二
六

物
語
の
論
理
を
構
成
し
て
い
く
た
め
、「
つ
く
り
も
の
」
の
感
じ
が
強
い
。
こ
と
ば
の
技
巧
を
高
く
保
ち
つ
つ
大
衆
化
に
即
応
し
て
作
っ

た
文
体
と
も
言
え
る
。

　

馬
琴
の
読
本
で
は
、
勧
善
懲
悪
、
因
果
応
報
と
い
う
世
界
観
に
よ
っ
て
、
よ
り
構
造
的
な
作
品
世
界
が
展
開
さ
れ
る
。
た
だ
、
文
章
に

は
や
は
り
商
業
性
に
つ
な
が
る
技
巧
性
が
凝
ら
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
点
で
は
、
京
伝
の
読
本
と
同
様
の
傾
向
が
あ
る
。

　

特
に
有
名
な
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』（
文
化
十
一
年
〜
天
保
十
三
年
〈
一
八
四
二
〉
刊
）
か
ら
、
安
西
景
連
の
大
軍
に
迫
ら
れ
て
落
城

が
目
前
と
な
り
、
里
見
義
実
の
一
族
郎
党
が
死
を
覚
悟
し
た
時
、
犬
の
八
房
が
敵
将
の
首
を
く
わ
え
て
き
た
と
い
う
場
面
を
引
く
。

　
「
今
宵
十
日
の
月
没い

り

て
、
撃
て
出
ん
」、
と
予か

ね
てよ

り
、
軍
令
を
承
る
、
雑
兵
等
も
、
思
ひ
〳
〵
に
、
是こ

首こ

彼か
し

首こ

に
集
り
て
、
酒
と
称

た
ゝ
へ

て
酌
み
か
は
す
、
水
に
も
う
つ
る
星
の
影
、
鎧
の
袖
に
お
く
霜
も
、
や
が
て
消
な
ん
身
は
う
し
や
、
丑
三
比
に
な
り
に
け
り
。「
時

刻
は
よ
し
」、
と
義
実
父
子
は
、
手
は
や
く
鎧
投
か
け
給
へ
ば
、
五
十
子
伏
姫
、
傅

か
し
つ
きの

老
女
専お

さ

女め

が
も
ろ
共
に
、
手
に
〳
〵
取
て

ま
ゐ
ら
す
る
、
大
刀
長
刀
の
さ
や
か
な
る
、
風
が
も
て
来
る
遠
寺
の
鐘
声
、
諸
行
無
常
と
音
す
な
り
。

　

浩
か
ゝ
る
と
こ
ろ

処
に
外と

の

面か
た

に
、
犬
の
な
く
声
し
て
け
れ
ば
、
義
実
耳
を
側そ

ば
たて

ゝ
、「
彼あ

れ

は
ま
さ
し
く
八
房
也
。
異
な
る
声
ぞ
、
皆
聞
ず
や
。
出

て
見
よ
か
し
」、
と
宣
へ
ば
、「
承
り
つ
」、
と
応い

ら
へあ

へ
ず
、
両
三
人
衝つ

と
立
て
、
縁
頰
よ
り
指
燭
を
抗あ

げ

、「
八
房
々
々
」、
と
喚よ

び

か
け

て
、
と
見
か
う
見
れ
ば
、
あ
や
し
き
か
な
、
生
々
し
き
人
の
首
を
、
縁え

ん

端ば
な

に
う
ち
載
て
、
八
房
は
踏
石
に
、
前
足
か
け
て
つ
く
〴
〵

と
件
の
首
を
守
り
て
を
り
。

　
「
是
首
彼
首
に
集
り
て
」
以
下
が
七
五
調
で
、「
衝
と
」
と
い
う
擬
態
語
を
用
い
る
な
ど
、
調
子
の
よ
い
漢
文
訓
読
調
が
際
立
つ
。
こ
の

文
体
が
長
編
の
骨
格
を
支
え
た
の
で
あ
る）

10
（

。

　

も
っ
と
も
、
雅
文
体
に
よ
る
読
本
も
、
大
田
南
畝
を
尊
敬
し
て
い
た
狂
歌
師
た
ち
│
石
川
雅
望
や
芍
薬
亭
菅
根
ら
│
に
よ
っ
て
創
作
さ

れ
て
お
り
、
読
本
の
文
体
と
言
っ
て
も
一
様
で
は
な
い）

11
（

。
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一
二
七

（
五
）
人
情
本

　

寛
政
の
改
革
以
後
に
活
性
化
し
た
分
野
と
し
て
は
、
す
で
に
取
り
上
げ
た
滑
稽
本
や
後
期
読
本
と
と
も
に
、
人
情
本
が
挙
げ
ら
れ
る
。

読
者
の
知
的
好
奇
心
が
減
退
し
、
大
衆
的
な
路
線
が
強
ま
っ
て
い
く
中
で
広
く
迎
え
ら
れ
た
。

　

会
話
体
を
用
い
て
恋
を
表
現
す
る
と
い
う
点
で
は
洒
落
本
と
通
じ
合
う
が
、
洒
落
本
が
遊
里
を
描
く
の
に
対
し
て
、
人
情
本
は
市
井
の

恋
を
取
り
上
げ
る
。
同
時
期
の
会
話
体
小
説
の
う
ち
、
滑
稽
本
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
男
性
向
け
で
あ
っ
た
が
、
人
情
本
や
こ
の
あ
と
触

れ
る
合
巻
は
女
性
読
者
が
想
定
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
人
情
本
で
は
主
人
公
も
女
性
で
、
男
女
の
心
の
通
じ
合
い
、
す
れ
違
い
が
写
実
的
に

語
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

現
実
の
恋
愛
は
浮
気
や
嫉
妬
が
つ
き
ま
と
い
、
苦
し
く
つ
ら
い
。
だ
か
ら
こ
そ
架
空
の
小
説
の
中
で
消
費
す
る
恋
愛
が
求
め
ら
れ
た
の

だ
、
と
い
う
井
上
泰
至
氏
の
説）

12
（

も
あ
る
。

　

代
表
作
は
、
為
永
春
水
（
一
七
九
〇
〜
一
八
四
三
）
著
『
春
色
梅
児
誉
美
』（
天
保
三
・
四
年
刊
）
で
あ
る
。
唐
琴
屋
丹
次
郎
と
い
う

一
人
の
男
性
を
め
ぐ
っ
て
、
許
嫁
の
お
長
と
芸
者
米
八
、
芸
者
仇
吉
が
張
り
合
い
、
結
局
、
お
長
が
妻
に
、
米
八
、
仇
吉
が
妾
に
な
る
と

い
う
の
が
あ
ら
す
じ
で
、
話
の
流
れ
の
一
貫
性
よ
り
も
、
個
々
の
恋
の
場
面
を
い
か
に
盛
り
上
げ
る
か
が
重
視
さ
れ
た
。

　

初
編
巻
一
の
冒
頭
部
分
、
人
目
を
避
け
て
仮
住
ま
い
を
し
て
い
る
丹
次
郎
の
も
と
を
米
八
が
訪
れ
る
と
い
う
場
面
で
あ
る
。

あ
る
じ
「
ア
イ
ど
な
た
ヱ　
女
「
そ
ふ
い
ふ
お
声
は
若
旦
那
さ
ん
と
い
ひ
つ
ゝ
あ
け
る
障
子
さ
へ
、
ゆ
が
む
敷
居
に
や
う
〳
〵
と
、

あ
け
て
欠か

け

込こ
む

其
姿
、
上
田
太ふ

と
り織

の
鼠
の
棒
縞
、
黒
の
小
柳
に
紫
の
、
や
ま
ま
ゆ
じ
ま
の
縮
緬
を
鯨
帯
と
し
、
下
着
は
お
納
戸
の
中
形

縮
め
ん
、
お
こ
そ
頭
巾
を
手
に
持
て
、
み
だ
れ
し
鬢
の
嶋
田
髷
、
素
顔
自
慢
か
寝
起
の
儘
か
、
つ
く
ろ
は
ね
ど
も
美
し
き
、
花
の
笑

顔
に
愁
の
目
元
、
亭
主
は
び
ツ
く
り

う
ち
な
が
め　
主
「
米
八
じ
や
ア
ね
へ
か
。
ど
ふ
し
て
来
た
。
そ
し
て
隠
れ
て
居
る
此
所
が
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一
二
八

知
れ
る
と
い
ふ
も
ふ
し
ぎ
な
こ
と
。
マ
ア
〳
〵
こ
ち
ら
へ
夢
じ
や
ア
ね
へ
か　

ト
お
き
か
へ
り

て
す
は
る
　
よ
ね
「
わ
ち
き
や
ア
最も

ふ

、
知
れ
め
へ
か

と
思
つ
て
胸
が
ど
き
〳
〵
し
て
、
そ
し
て
も
ふ
急
ひ
で
歩あ

る

行ひ

た
も
ん
だ
か
ら
ア
ヽ
苦
し
い　

ト
む
ね
を

た
ゝ
き

の
ど

が
ひ
ツ
つ
く
よ
ふ
だ　

ト

い
ひ
な
が
ら
そ

ば
へ
す
は
り

お
ま
は
ん
は
煩
つ
て
ゐ
さ
つ
し
や
る
の
か
へ　

ト
か
ほ
を
つ
く

づ
く
見
て

寔
に
や
せ
た
ね
へ
。
マ
ア
色
の
わ
り
い
こ
と
は
。
真
青
だ
ヨ
。

何い
つ

時
分
か
ら
わ
る
い
の
だ
へ　
主
「
ナ
ニ
十
五
六
日
跡
か
ら
ョ
。
大た

い

造そ
う

な
こ
と
で
も
ね
へ
が
、
ど
ふ
も
気
が
閉ふ

さ
いで

な
ら
ね
へ
。
そ
れ

は
い
ゝ
が
手
め
へ
ま
ア
、
ど
ふ
し
て
知
つ
て
来
た
の
だ
。
聞
て
へ
こ
と
も
た
ん
と
あ
る　

ト
す
こ
し
な
み
だ
ぐ

み
て
あ
は
れ
也

　
「
上
田
太
織
の
」
以
下
、
服
装
の
細
か
な
描
写
が
あ
る
と
こ
ろ
な
ど
、
女
性
読
者
を
意
識
し
て
い
よ
う
。
描
写
の
細
密
さ
と
い
う
点
で
、

人
情
本
は
洒
落
本
に
及
ば
な
い
も
の
の
、
衣
裳
・
風
俗
（
特
に
女
性
の
流
行
衣
裳
）
と
階
層
別
の
江
戸
こ
と
ば
の
使
い
分
け
に
つ
い
て
は

描
写
の
細
か
さ
が
勝
る）

13
（

。

　

ひ
っ
そ
り
と
隠
れ
住
む
男
と
、
そ
れ
を
慕
う
女
の
間
に
生
じ
る
人
情
の
機
微
を
、
会
話
体
に
よ
っ
て
細
か
に
表
現
す
る
。
そ
れ
は
そ
れ

で
人
間
と
は
何
か
を
問
い
掛
け
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
た
だ
前
期
の
小
説
ほ
ど
力
強
く
根
源
的
な
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
表
層
に

表
れ
た
心
理
を
描
く
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
質
的
な
差
違
が
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
会
話
体
が
、
人
間
の
心
理
に
深
く
分
け
入

ろ
う
と
す
る
近
代
小
説
が
登
場
す
る
基
盤
に
な
っ
た
わ
け
だ
。

（
六
）
合
巻

　

黄
表
紙
の
後
を
受
け
て
、
数
冊
合
冊
へ
と
長
編
化
し
、
伝
奇
性
と
娯
楽
性
を
濃
く
し
た
絵
本
文
芸
、
そ
れ
が
合
巻）

14
（

で
あ
る
。

　

そ
の
代
表
作
、
柳
亭
種
彦
（
一
七
八
三
〜
一
八
四
二
）
著
『
偐
紫
田
舎
源
氏
』（
文
政
十
二
年
〈
一
八
二
九
〉
〜
天
保
十
三
年
刊
）
か

ら
、
主
人
公
光
氏
の
父
義
正
公
の
愛
妾
花
桐
に
向
か
っ
て
嫌
が
ら
せ
を
し
て
い
た
昼
顔
に
対
し
て
、
義
正
公
が
部
屋
を
移
る
よ
う
命
じ
る

場
面
を
引
く
。
昼
顔
は
抗
弁
す
る
も
の
の
証
拠
を
突
き
付
け
ら
れ
て
し
ま
う
。
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一
二
九

昼
顔
少
し
膝
を
進
め
、「
仰
せ
を
返
す
は
恐
れ
な
が
ら
、
通
ひ
路
の
唐
戸
を
閉
め
切
り
、
花
桐
に
私
が
難
儀
を
か
け
し
覚
え
は
さ
ら

〳
〵
」「
は
て
悪
い
合
点
な
。
そ
れ
を
手
前
が
し
た
と
は
言
は
ぬ
。
部
屋
を
替
へ
よ
と
言
ひ
つ
け
た
は
、
同
じ
妾て

か
けの

中
な
が
ら
、
胤

を
宿
し
た
花
桐
ゆ
ゑ
、
身
近
う
置
き
た
い
我
儘
か
ら
。
今
夜
の
悪わ

る
さ戯

を
し
た
者
も
、
知
れ
て
は
ゐ
れ
ど
些さ

細ゝ
い

な
こ
と
に
、
人
の
名
は

出
し
た
う
な
い
。
コ
レ
昼
顔
、
い
つ
ぞ
や
そ
ち
に
取
ら
せ
た
る
、
文
車
に
は
今
も
つ
て
、
そ
の
ま
ゝ
紐
は
付
い
て
あ
る
か
」「
ゑ
」

「
唐
戸
を
結
び
し
そ
の
紐
が
、
ど
う
や
ら
そ
れ
に
似
た
や
う
な
」
ト
、
目
先
へ
づ
つ
と
突
き
つ
け
ら
れ
、
顔
も
深
紅
の
色
な
し
て
、

は
つ
と
ば
か
り
に
平
伏
す
昼
顔
、
側
に
聞
き
ゐ
る
花
桐
も
、
と
も
に
気
の
毒
背
く
る
顔
、
杉す

ぎ

生ば
え

一
人
小
気
味
よ
く
、
に
こ
〳
〵
笑
ふ

山
笑
ふ
、
春
の
朝
日
の
は
な
や
か
に
、
さ
つ
と
欄
間
に
輝
け
ば
、
閨
の
ま
ゝ
な
る
し
ど
け
な
き
、
姿
を
人
に
見
ら
れ
じ
と
、
義
正
公

は
花
桐
を
、
連
れ
て
奥
へ
ぞ
入
り
給
ふ
。

　
「
側
に
聞
き
ゐ
る
花
桐
も
」
以
下
、
七
五
調
で
あ
り
、
調
子
が
よ
い
。
ま
た
、
し
て
や
っ
た
り
と
い
う
体
の
花
桐
の
侍
女
杉
生
の
描
写

が
楽
し
い
。
と
同
時
に
、
読
者
も
ま
た
同
じ
よ
う
に
快
哉
を
叫
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。

　

な
お
、
寛
政
の
改
革
以
後
の
文
化
文
政
の
状
況
を
こ
こ
で
ま
と
め
て
お
き
た
い
。
こ
こ
ま
で
取
り
上
げ
た
も
の
で
は
、
滑
稽
本
、
後
期

読
本
、
人
情
本
、
合
巻
な
ど
が
そ
れ
に
当
た
る
。
そ
れ
は
、
江
戸
と
い
う
一
都
市
へ
の
中
央
集
権
化
と
大
衆
化
の
完
成
と
ま
と
め
ら
れ
る）

15
（

。

そ
れ
以
前
の
天
明
を
中
心
と
す
る
時
期
に
あ
っ
た
知
性
的
な
洒
脱
さ
は
脱
色
さ
れ
て
、
通
俗
化
が
進
ん
で
い
く
わ
け
だ
。

四
、
十
九
世
紀
は
ど
こ
ま
で
近
世
か

　

も
は
や
紙
幅
が
尽
き
つ
つ
あ
る
の
で
、
詳
し
く
は
触
れ
ら
れ
な
い
が
、
近
世
小
説
と
明
治
初
期
小
説
の
接
続
に
つ
い
て
も
い
く
つ
か
の
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点
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。

　

明
治
に
至
っ
て
も
、
滑
稽
本
、
人
情
本
な
ど
の
世
界
の
あ
り
か
た
は
生
き
残
っ
て
い
っ
た
。
た
と
え
ば
、
坪
内
逍
遥
『
当
世
書
生
気

質
』（
明
治
十
八
・
十
九
年
〈
八
五
・
八
六
〉
刊
）
は
人
情
本
の
要
素
が
大
き
い
し
、
仮
名
垣
魯
文
・
総
生
寛
著
『
西
洋
道
中
膝
栗
毛
』

（
明
治
三
〜
九
年
刊
）
は
滑
稽
本
そ
の
も
の
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
活
版
文
化
の
台
頭
に
よ
っ
て
、
合
巻
や
黄
表
紙
な
ど
の
絵
本
文
芸
は
壊
滅
的
な
打
撃
を
受
け
て
し
ま
う）

16
（

。
絵
画
と
文
章
が
合

体
し
て
立
体
的
な
作
品
世
界
を
作
り
上
げ
た
近
世
小
説
の
豊
か
な
達
成
が
こ
こ
で
後
退
す
る
と
い
う
一
点
に
お
い
て
、
明
治
の
小
説
史
は

痩
せ
細
っ
て
し
ま
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

　

そ
の
一
方
、
十
九
世
紀
末
に
は
、
方
法
意
識
が
徐
々
に
練
磨
さ
れ
て
い
く
。
坪
内
逍
遥
、
広
津
柳
浪
、
二
葉
亭
四
迷
、
嵯
峨
の
屋
お
む

ろ
と
い
っ
た
作
家
た
ち
の
台
頭
に
伴
っ
て
、
明
治
二
十
年
頃
か
ら
、
一
人
称
小
説
が
流
行
し
、
表
現
の
主
体
を
明
確
に
し
て
い
こ
う
と
す

る
姿
勢
が
顕
著
に
な
る）

17
（

。
ま
た
、
言
文
一
致
体
が
一
般
化
す
る
の
は
明
治
三
十
年
代
の
後
半
で
あ
る）

18
（

。
こ
の
あ
た
り
が
近
世
と
近
代
の
境

目
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
逆
に
言
う
と
、
十
九
世
紀
も
ぎ
り
ぎ
り
ま
で
近
世
的
な
あ
り
か
た
は
残
存
し
た
わ
け
で
あ
る
。

五
、
ま
と
め

　

以
上
、
あ
ら
あ
ら
述
べ
て
来
た
こ
と
を
さ
ら
に
お
お
ま
か
に
ま
と
め
て
み
る
と
、

【
御
伽
草
子
を
助
走
と
し
つ
つ
、
仮
名
草
子
、
西
鶴
（
浮
世
草
子
）、
秋
成
の
読
本
と
い
う
ふ
う
に
た
ど
れ
る
十
七
世
紀
か
ら
十
八
世

紀
中
頃
ま
で
の
小
説
の
系
譜
は
、
古
典
的
な
物
語
の
枠
組
み
の
中
で
、
素
朴
で
力
強
い
基
盤
を
有
し
て
お
り
、
口
語
を
交
え
つ
つ
文

語
体
の
持
つ
優
雅
さ
が
表
出
さ
れ
る
。
十
八
世
紀
中
頃
に
文
運
東
漸
と
い
う
結
節
点
が
あ
る
。
以
後
、
小
説
の
制
作
の
中
心
は
上
方
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か
ら
江
戸
に
移
る
。
洒
落
本
、
黄
表
紙
、
滑
稽
本
、
後
期
読
本
、
人
情
本
、
合
巻
な
ど
が
台
頭
す
る
。
そ
う
な
っ
て
く
る
と
、
よ
り

娯
楽
性
に
徹
し
た
、
こ
と
ば
の
技
巧
の
洗
練
の
度
合
い
が
増
す
。
会
話
体
の
発
達
に
よ
る
日
常
的
な
描
写
の
精
密
度
が
上
が
る
。
近

代
が
用
意
さ
れ
て
い
く
、
と
も
言
え
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
十
九
世
紀
中
は
近
世
の
あ
り
か
た
も
残
し
つ
つ
、
十
九
世
紀
末
か
ら
本

格
的
に
近
代
が
始
動
す
る
。】

と
な
ろ
う
。

　

今
回
は
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
実
録
体
小
説
、
考
証
随
筆
、
地
誌
な
ど
の
分
野
で
も
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
と
思
う
。

　

近
世
を
通
じ
て
の
小
説
の
「
文
」
の
特
質
と
し
て
は
、

　

・
現
実
に
対
し
て
前
向
き
で
あ
る
。

　

・
神
秘
性
よ
り
論
理
性
を
重
ん
じ
る
。

　

・
ど
こ
か
に
笑
い
が
あ
る
。

　

・
娯
楽
性
が
強
ま
る
。

　

・
絵
画
的
な
も
の
と
の
距
離
が
近
い
。

な
ど
が
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
、
紙
幅
が
尽
き
た
の
で
今
回
は
指
摘
に
と
ど
め
て
お
く
。

　

私
が
こ
こ
で
や
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
近
世
と
い
う
時
代
を
十
六
世
紀
初
頭
か
ら
十
九
世
紀
末
に
ま
で
拡
張
し
よ
う
と
し
て
い
る

の
だ
と
も
、
近
世
と
い
う
時
代
を
十
八
世
紀
中
頃
か
ら
後
半
に
か
け
て
を
境
と
し
て
分
断
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
と
も
言
え
る
。

　

こ
う
も
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
ま
で
の
政
治
的
な
時
代
意
識
│
開
幕
か
ら
大
政
奉
還
ま
で
を
一
つ
の
時
代
と
見
な
す
こ
と
│
か

ら
文
学
史
を
解
放
し
、
よ
り
柔
軟
な
形
で
近
世
を
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
、
と
。



近
世
文
学
史
覚
書
│
小
説
篇
（
鈴
木
） 

一
三
二

　

そ
の
よ
う
に
問
い
か
け
る
こ
と
で
、
近
世
文
学
の
持
つ
豊
か
さ
を
改
め
て
確
認
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
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1
）　

拙
稿
「
江
戸
詩
歌
史
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」『
日
本
文
学
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二
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一
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年
十
月

（
2
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石
川
透
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良
絵
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・
絵
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の
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開
』（
三
弥
井
書
店
、
二
〇
〇
九
年
）
四
〇
二
〜
四
〇
三
頁
、
沢
井
耐
三
『
室
町
物
語
研
究
│
絵
巻
・
絵
本
へ

の
ア
プ
ロ
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チ
』（
三
弥
井
書
店
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一
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頁
。

（
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）　
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治
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長
島
弘
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近
世
小
説
│
ジ
ャ
ン
ル
意
識
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超
え
て
」（『
國
文
學
』、
二
〇
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五
年
六
月
）
に
お
け
る
長
島
氏
の
発
言
。

（
4
）　

江
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裕
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世
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説
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書
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6
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者
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谷
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史
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西
鶴　

研
究
と
批
評
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新
典
社
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一
九
九
五
年
）。

（
7
）　

佐
伯
孝
弘
「
浮
世
草
子
の
文
体
」『
江
戸
文
学
』
二
〇
〇
七
年
十
月
。
長
島
弘
明
氏
は
、
江
島
其
磧
著
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世
間
子
息
気
質
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五
年
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刊
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性
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を
誇
張
し
て
描
く
と
い
う
姿
勢
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ら
れ
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ま
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文
章
全

体
の
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に
占
め
る
談
話
の
比
率
が
大
き
く
な
っ
て
お
り
、
近
世
に
お
い
て
写
実
と
い
う
こ
と
が
最
初
に
自
覚
的
に
考
え
ら
れ
た
も
の
だ
と
指
摘
す
る

（「
文
化
│
文
政
の
文
学
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日
本
文
学
史
を
読
む
Ⅳ
近
世
』
有
精
堂
出
版
、
一
九
九
二
年
）。

（
8
）　

飯
倉
洋
一
「
近
世
文
学
の
一
領
域
と
し
て
の
「
奇
談
」」『
日
本
文
学
』
二
〇
一
二
年
十
月
な
ど
。

（
9
）　

藤
井
史
果
氏
に
よ
れ
ば
、
江
戸
小
咄
本
に
お
い
て
、
会
話
文
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
庵
点
は
、
安
永
頃
か
ら
急
激
に
頻
度
が
高
ま
り
、
次
第
に

定
着
し
て
い
っ
た
と
い
う
（『
咄
本
と
近
世
文
芸
』
笠
間
書
院
、
二
〇
一
六
年
、
四
九
〜
七
六
頁
）。

（
10
）　

馬
琴
の
文
体
に
つ
い
て
は
、
野
口
隆
「『
椿
説
弓
張
月
』
の
七
五
調
」（『
近
世
文
藝
』、
二
〇
〇
〇
年
七
月
）
に
詳
し
い
。

（
11
）　

天
野
聡
一
「
芍
薬
亭
菅
根
『
国
字
鵺
物
語
』
考
│
文
体
分
析
を
中
心
に
」『
読
本
研
究
新
集
』
二
〇
一
六
年
六
月

（
12
）　

井
上
泰
至
『
恋
愛
小
説
の
誕
生
』
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
九
年

（
13
）　

注
（
7
）
長
島
論
文
。

（
14
）　

合
巻
の
文
体
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
至
子
『
江
戸
の
絵
入
小
説　

合
巻
の
世
界
』（
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
〇
一
年
）
が
詳
細
に
論
じ
て
い
る
。
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（
15
）　

注
（
7
）
長
島
論
文
。

（
16
）　

山
本
和
明
「
近
世
戯
作
の
〈
近
代
〉」『
近
世
と
近
代
の
通
廊
』
双
文
社
出
版
、
二
〇
〇
一
年

（
17
）　

宇
佐
美
毅
『
小
説
表
現
と
し
て
の
近
代
』
お
う
ふ
う
、
二
〇
〇
四
年

（
18
）　

安
藤
宏
『
日
本
近
代
小
説
史
』（
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
一
五
年
）
三
九
頁

【
付
記
】
一
連
の
拙
稿
と
し
て
、
注
（
1
）
に
引
い
た
「
江
戸
詩
歌
史
覚
書
」
以
外
に
、

「
注
釈
史
と
文
学
史
」『
江
戸
の
学
問
と
文
藝
世
界
』
森
話
社
、
二
〇
一
八
年

「
近
世
の
散
文
」『
日
本
「
文
」
学
史
』
第
三
巻
、
勉
誠
出
版
、
近
刊

が
あ
る
。
併
せ
て
ご
参
照
の
上
、
ご
批
正
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。






