
’

下
総
平
原
の
詩
人
で
あ
り
、
鬼
怒
川
の
詩
人
で
あ
っ
た
長
塚
節
は
、
そ
こ
の

自
然
、
そ
こ
の
人
間
、
そ
こ
の
生
き
と
し
生
け
る
も
の
に
対
す
る
限
り
な
い
澄

み
透
っ
た
愛
情
の
眼
を
も
っ
て
、
観
察
と
描
写
の
鬼
才
を
発
揮
し
た
こ
と
は
、

あ
ら
た
め
て
言
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

節
の
長
く
も
な
い
生
涯
の
う
ち
、
短
歌
は
比
較
的
早
く
か
ら
作
り
試
み
た
ら

し
く
、
「
長
塚
節
全
集
」
（
春
陽
堂
版
）
所
戦
の
年
表
に
よ
っ
て
見
る
と
、
明

治
二
十
九
年
、
算
え
年
十
八
才
（
以
下
年
令
に
つ
い
て
は
算
え
年
に
よ
る
）
の

時
、
神
経
衰
弱
の
た
め
水
戸
中
学
を
中
退
し
た
頃
か
ら
、
和
歌
を
作
り
は
じ
め

た
と
出
て
い
る
。
そ
の
時
の
作
品
は
、
年
表
作
製
者
が
、
わ
ざ
わ
ざ
「
和
歌
」

と
い
う
名
称
を
つ
け
て
い
る
こ
と
に
も
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
近
代
短
歌
以

前
の
作
風
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
越
え
て
明
治
三
十
一
年
、
二
十
才
の
前
半
期
に
、
竹
の
里
人
正

岡
子
規
の
短
歌
革
新
の
言
説
を
よ
ん
で
相
当
の
感
銘
を
受
け
、
さ
ら
に
明
治
三

十
三
年
、
二
十
二
才
の
春
、
東
京
根
岸
に
子
規
そ
の
人
の
病
床
を
訪
ね
て
、
そ

の
感
化
に
よ
る
新
し
い
歌
を
作
る
に
及
ん
だ
。
子
規
は
翌
々
年
不
幸
に
し
て
長

逝
し
た
が
、
節
は
そ
の
正
統
の
門
下
と
し
て
写
生
に
徹
し
た
独
得
の
歌
風
を
な

す
に
い
た
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
以
後
大
正
四
年
二
月
八
日
、
わ
ず
か
に
三
十
七

才
で
結
核
症
の
た
め
に
早
世
す
る
ま
で
の
間
に
、
多
く
の
す
ぐ
れ
た
短
歌
を
残

し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
右
の
全
集
の
伝
え
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
お

長
塚
節
研
究
抄

「
こ
ほ
ろ

I

ぎ
」
の
歌
十
四
首

よ
そ
一
千
三
百
四
十
五
首
を
か
ぞ
え
る
の
で
あ
る
。

い
ま
、
節
の
歌
風
を
全
般
的
に
安
易
に
論
じ
去
る
こ
と
は
、
し
ば
ら
く
お
い

て
、
彼
が
こ
ま
や
か
で
、
し
か
も
熱
情
と
冷
徹
な
観
察
眼
と
を
も
っ
て
、
心
ゆ

く
ば
か
り
う
た
い
上
げ
た
、
こ
れ
ら
の
歌
の
中
で
、
小
さ
な
生
物
に
愛
の
眼
を

向
け
た
類
の
も
の
を
調
べ
あ
げ
て
み
る
と
、
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
な
る
。
（
う

た
わ
れ
て
い
る
生
物
名
、
回
数
の
多
い
も
の
か
ら
列
挙
し
て
み
る
。
下
の
洋
数

字
は
回
数
）

仙
蛙
四
②
こ
ほ
ろ
ぎ
皿

③
雀
廻
伽
蝉
皿

⑤
蚊
８
⑥
よ
し
き
り
７

ｍ
鼠
６
⑧
う
ぐ
い
す
６

側
か
じ
か
５
⑩
も
ず
５

⑪
か
ら
す
５
⑫
き
り
ぎ
り
す
４

⑬
ひ
よ
ど
り
４
３

⑭
雲
雀

㈹
う
そ
ど
り
３
３

⑱
と
ん
ぼ

⑰
し
ぎ
３
⑬
み
み
ず
３

⑲
松
雀
３
”
ふ
く
ろ
ふ
２

剛
蛇
２
剛
あ
を
じ
２

㈱
こ
が
ら
め
２
例
蚤
２

古
谷
専
三

p
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な
ど
に
お
い
て
見
る
通
り
、
歌
と
し
て
は
た
し
か
に
す
ぐ
れ
て
い
る
が
、
こ

こ
に
出
て
い
る
「
烏
」
と
い
い
、
「
虫
」
と
い
い
、
一
般
的
属
性
と
し
て
の

「
鳥
」
で
あ
り
「
虫
」
で
あ
る
に
す
ぎ
な
く
て
、
同
じ
く
烏
と
い
っ
て
も

鬼
怒
川
の
か
は
ら
の
雀
か
は
す
ず
め
桑
刈
る
う
へ
に
来
飛
び
し
き
鳴
く

の
場
合
の
鮮
明
な
具
体
性
を
備
え
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
し
、
ま
た
同
じ
く

う
つ
そ
み
を
掩
ひ
し
づ
も
る
霧
の
中
に
何
の
鳥
ぞ
も
声
立
て
て
鳴
く

横
し
ぷ
く
雨
の
し
げ
き
に
戸
を
立
て
て
こ
よ
ひ
は
虫
は
聞
え
ざ
る
ら
む

ひ
ぐ
ら
し
１

ひ
わ
１

め
じ
ろ
１

毛
虫
１

お
は
ぐ
ろ
と
ん
ぼ
１

か
ら
ひ
は
１

か
に
１

つ
ぐ
み
１

い
な
ご
１

る
り
１

蝿
１

１

松
虫
１

冒
屋
が
五
首
、
「
水
鳥
」
が
一
首
、

が
二
首
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
例
え
ば

雁若ほ
鷺た

る

111

の
場
合
の
よ
う
に
生
活
の
実
感
を
伴
う
度
合
が
大
き
く
は
な
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
前
記
の
表
を
完
結
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
。

さ
て
こ
の
調
査
結
果
に
よ
る
と
、
わ
れ
わ
れ
の
農
村
詩
人
た
る
長
塚
節
が
、

そ
の
す
ぐ
れ
た
詩
心
を
も
っ
て
う
た
い
上
げ
た
、
小
さ
な
生
き
も
の
の
う
ち
、

と
り
あ
げ
ら
れ
た
回
数
の
多
い
順
に
、
ペ
ス
ト
ス
リ
ー
を
あ
げ
て
み
る
と
、
蛙

（
こ
れ
は
大
体
「
か
は
ず
」
と
読
ま
せ
て
お
る
ら
し
く
、
雨
蛙
の
場
合
は
例

外
）
が
十
九
回
、
次
が
こ
ほ
ろ
ぎ
で
十
四
回
、
第
三
位
が
雀
の
十
二
回
と
な
っ

て
い
る
。

私
見
に
よ
れ
ば
、
こ
の
う
ち
、
蛙
と
こ
ほ
ろ
ぎ
と
が
登
場
す
る
歌
に
す
ぐ
れ

た
も
の
の
多
く
を
見
出
す
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
今
回
は
そ
の
「
こ
ほ
ろ
ぎ
」

の
歌
の
ほ
う
を
採
り
あ
げ
て
い
さ
さ
か
の
考
察
を
加
え
て
み
た
い
と
思
う
。

ま
ず
右
の
表
に
出
て
い
る
「
こ
ほ
ろ
ぎ
」
の
歌
十
四
首
を
、
作
者
の
年
表

や
、
全
集
所
載
の
資
料
や
を
参
照
し
て
、
年
代
順
に
列
べ
て
み
る
と
、

虫
と
い
っ
て
も
、

の
我
が
庭
の
梅
の
落
葉
に
降
る
雨
の
さ
む
き
夕
に
こ
ほ
ろ
ぎ
の
な
く

（
明
治
鉛
・
二
十
五
才
）

②
篭
り
居
る
黍
の
小
床
に
こ
ほ
ろ
ぎ
の
夜
す
が
ら
鳴
か
ば
い
か
に
か
も
聞
く

胆
ぐ
さ

③
秋
の
野
に
豆
曳
く
あ
と
に
ひ
き
の
こ
る
蓋
が
な
か
の
こ
ほ
ろ
ぎ
の
声

（
明
治
師
。
二
十
六
才
）

篤
く
ご
み

㈱
こ
ほ
ろ
ぎ
の
と
ろ
ろ
鳴
く
な
べ
浅
茅
生
の
識
の
葉
は
も
み
じ
し
に
け
り

（
明
治
評
。
二
十
六
才
）

お
膿
み
み

⑤
錬
薙
の
さ
び
し
き
花
に
霜
ふ
り
て
く
れ
行
く
秋
の
こ
ほ
ろ
ぎ
の
こ
ゑ

（
明
治
諏
・
二
十
六
才
）

油
蝉
乏
し
く
松
に
鳴
く
声
も
暑
き
が
故
に
腹
れ
に
け
ら
し
も

（
明
治
師
。
二
十
六
才
）
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、
こ
こ
へ
０
》

㈹
男
郎
花
ま
じ
れ
る
草
の
秋
雨
に
あ
ま
た
は
鳴
か
ぬ
こ
ほ
ろ
ぎ
の
声
．

（
明
治
詔
・
二
十
七
才
）

伽
木
曽
人
の
朝
の
草
刈
る
桑
畑
に
ま
だ
鳴
き
し
き
る
こ
ほ
ろ
ぎ
の
声

（
明
治
銘
．
二
十
七
才
）

⑥
垣
に
積
む
恭
が
な
か
の
こ
ほ
ろ
ぎ
は
粟
畑
よ
り
か
引
き
も
て
来
つ
ら
・
む

（
明
治
調
。
二
十
八
才
）

⑨
こ
ほ
ろ
ぎ
は
は
か
な
き
虫
か
柊
の
は
な
が
散
り
て
も
驚
き
ぬ
く
し

（
明
治
如
・
二
十
九
才
）

⑩
こ
ほ
ろ
ぎ
の
篭
れ
る
穴
は
雨
ふ
ら
ば
落
葉
の
戸
も
て
と
ざ
せ
る
ら
し
き

（
明
治
型
・
三
十
才
）

伽
こ
ほ
ろ
ぎ
の
し
め
ら
に
鳴
け
ば
鬼
灯
の
庭
の
く
ま
み
を
お
も
ひ
つ
つ
聴
く

（
大
正
３
．
三
十
六
才
）

⑫
こ
ほ
ろ
ぎ
は
ひ
た
す
ら
物
に
怖
れ
ど
も
お
の
れ
健
か
に
草
に
居
て
鳴
く

（
大
正
３
．
三
十
六
才
）

⑬
草
村
に
さ
け
る
南
瓜
の
花
共
に
疲
れ
て
た
ゆ
き
こ
ほ
ろ
ぎ
の
声

（
大
正
３
．
三
十
六
才
）

伽
此
の
宵
は
こ
ほ
ろ
ぎ
近
し
厨
な
る
派
の
菜
な
ど
に
居
て
か
鳴
く
ら
む

（
大
正
３
．
三
十
六
才
）

（
こ
の
論
文
で
は
短
歌
作
品
の
す
べ
て
に
わ
た
っ
て
旧
仮
名
の
ま
ま
提

出
し
て
い
る
の
は
、
古
典
的
価
値
を
重
ん
じ
た
た
め
で
あ
る
）

ま
ず
「
こ
ほ
ろ
ぎ
」
な
る
生
物
を
「
世
界
百
科
大
事
典
」
に
よ
っ
て
し
ら
べ

て
み
よ
う
。

こ
う
ろ
ぎ
直
し
目
。
別
名
シ
ヅ
レ
サ
セ
コ
ウ
ロ
ギ
体
長
一
七
’
二
一
ミ

リ
黒
か
っ
色
複
雑
な
斑
点
が
あ
る
年
一
回
八
月
中
旬
ご
ろ
か
ら
発

生
し
十
月
ご
ろ
ま
で
見
ら
れ
る
。
卵
で
土
中
に
越
冬
畑
地
庭
先
草
原
な
ど

に
す
み
、
リ
・
リ
・
リ
・
リ
と
断
続
音
を
出
し
て
な
く
本
州
四
国
九
州

先
に
列
挙
し
た
「
こ
ほ
ろ
ぎ
」
の
歌
の
十
四
首
は
、
作
者
が
二
十
五
才
か
ら

三
十
六
才
に
い
た
る
足
か
け
二
年
に
わ
た
る
間
に
散
発
的
に
つ
く
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
ざ
っ
と
よ
み
上
げ
て
み
た
だ
け
で
も
、
初
期
の
も
の
に
や

は
り
未
熟
さ
が
感
じ
ら
れ
、
晩
期
の
も
の
に
成
熟
さ
が
よ
み
と
れ
る
よ
う
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
を
、
単
な
る
印
象
だ
け
の
問
題
に
と
ど
め
な
い
で
、
こ
の
詩
人

の
全
体
的
の
成
長
史
と
関
係
づ
け
て
、
こ
れ
ら
の
「
こ
ほ
ろ
ぎ
」
の
歌
の
検
討

を
す
る
こ
と
が
ま
ず
一
つ
の
企
て
で
あ
る
。

こ
れ
は
す
ぐ
れ
た
歌
で
は
な
い
。
作
者
が
二
十
五
才
と
い
う
若
い
時
の
作
だ

か
ら
と
い
う
理
由
は
こ
こ
に
は
適
用
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
作
者
は
こ
れ

よ
り
三
年
前
、
二
十
二
才
の
時
、
正
岡
子
規
を
訪
れ
た
際
に
、
即
興
の
歌
と
お

の
各
地
に
分
布
す
る
。
シ
ヅ
レ
サ
セ
コ
ウ
ロ
ギ
の
名
は
初
秋
の
候
に
発
生

し
、
人
間
に
向
か
っ
て
秋
の
衣
料
の
手
入
れ
を
せ
よ
と
呼
び
か
け
る
よ
う

に
な
く
の
で
つ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

右
は
悪
李
典
」
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
「
こ
う
ろ
ぎ
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
も

っ
と
も
普
通
に
見
ら
れ
る
日
本
の
こ
う
ろ
ぎ
で
あ
る
。
こ
う
ろ
ぎ
も
種
類
が
多

く
て
百
何
十
種
に
及
ぶ
と
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
は
別
の
こ
と
で
あ
る

が
零
英
語
で
。
国
鳥
風
と
い
う
の
が
、
こ
う
ろ
ぎ
に
該
当
す
る
と
思
わ
れ
て
い

る
。
な
る
ほ
ど
大
体
に
お
い
て
は
似
て
い
る
が
、
こ
の
方
は
よ
く
毘
営
国
辱

閉
画
ｏ
国
８
９
「
ク
リ
ケ
ッ
ト
の
よ
う
に
陽
気
な
」
と
い
う
成
句
に
う
か
が
わ

れ
る
よ
う
な
属
性
に
お
い
て
意
識
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
ら
し
い
か
ら
、
「
シ
ヅ

レ
サ
セ
コ
ウ
ロ
ギ
」
の
名
称
か
ら
連
想
さ
れ
る
、
日
本
の
こ
う
ろ
ぎ
と
は
、
文

学
上
の
取
扱
い
が
異
る
べ
き
は
当
然
で
あ
ろ
う
。

我
が
庭
の
梅
の
落
葉
に
降
る
雨
の
さ
む
ぎ
夕
に
こ
ほ
ろ
ぎ
の
な
く

節
の
「
こ
ほ
ろ
ぎ
」
の
歌
の
成
長
史
観

58



の
よ
う
な
印
象
あ
く
ま
で
鮮
明
な
秀
作
を
記
録
し
て
い
る
の
で
あ
る
し
、
ま
た

そ
の
翌
年
す
な
わ
ち
明
治
三
十
五
年
に
、
恩
師
正
岡
子
規
の
長
逝
を
悼
ん
で
の

連
作
に
お
い
て
は

ぽ
し
い
数
首
を
も
の
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
に

生
垣
の
杉
の
木
ひ
く
み
と
な
り
屋
の
庭
の
植
木
の
青
芽
ふ
く
見
ゆ

の
よ
う
な
、
情
理
状
景
な
ら
び
い
た
っ
た
名
作
を
う
ち
出
し
て
い
る
の
で
あ

る
。

も
っ
と
も
、
右
の
三
、
四
の
作
は
、
そ
の
期
間
に
お
け
る
秀
作
だ
け
を
ひ
ろ

い
出
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
一
概
に
こ
の
作
者
が
、
二
十
五
才
に
い
た
っ
て
、

に
わ
か
に
つ
ま
ら
ぬ
歌
を
作
る
よ
う
に
な
っ
た
と
言
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

右
の
「
我
が
庭
２
の
作
は
、
全
集
第
三
巻
（
刃
ｌ
帥
頁
）
に
よ
れ
ば
、
二

日
小
雨
、
庭
上
に
梅
の
落
葉
せ
る
を
見
て
よ
め
る
歌
四
首
」
と
題
し
て
列
挙
し

て
あ
る
四
首
の
最
後
の
も
の
で
、
前
の
三
首
と
い
う
の
は

秋
風
の
は
つ
か
に
吹
け
ば
い
ち
は
や
く
梅
の
落
葉
は
あ
さ
に
け
に
散
る

あ
さ
に
げ
に
落
葉
し
せ
れ
ば
我
が
庭
の
す
ず
ろ
に
寂
し
梅
の
木
の
秋

朝
さ
ら
ず
立
ち
掃
く
庭
に
散
り
し
け
る
梅
の
落
葉
に
秋
の
雨
ふ
る

と
い
う
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
み
な
、
秋
風
と
落
葉
と
雨
と
を
組
み
あ
わ

せ
た
風
景
の
歌
で
あ
っ
て
写
生
の
歌
に
は
相
違
な
か
ろ
う
が
需
さ
し
た
る
こ
と

の
よ
う
な
、
清
新
な
写
生
の
歌
を
う
ち
出
し
て
お
る
し
、
さ
ら
に
そ
の
翌
年

に
は

吾
が
心
い
た
も
悲
し
も
と
も
ず
り
の
黍
の
秋
風
や
む
時
な
し
に

く
れ
な
い
に
染
み
し
ぬ
る
で
の
塩
の
実
の
塩
ふ
け
り
見
ゆ
霜
の
ふ
れ
れ
ば

も
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
前
出
の
歌
に
零
「
さ
む
き
夕
に
こ
ほ
ろ
ぎ

の
な
く
」
と
下
の
句
は
つ
け
て
あ
る
と
は
言
え
、
上
の
句
を
見
る
と
、
索
戎
が

庭
の
梅
の
落
葉
に
降
る
雨
」
と
い
う
平
凡
さ
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
知
る
、
「
こ
ほ
ろ
ぎ
」
の
第
一
作
は
ま
だ
ま
だ
「
こ
ほ
ろ
ぎ
の
詩
人
」
の

本
領
に
達
し
な
い
習
作
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
節
は
、
こ
の
同
じ
二
十
五
才
の
後
半
に
お
い
て
は

「
こ
ほ
ろ
ぎ
」
の
歌
で
は
な
い
け
れ
ど
も

の
よ
う
な
写
生
に
徹
し
な
が
ら
主
客
融
合
の
秀
作
を
記
録
し
て
、
歌
境
い
ち

じ
る
し
く
進
ん
だ
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

は
た
し
て
そ
の
翌
年
、
す
な
わ
ち
彼
が
二
十
六
才
と
い
う
年
に
は
次
の
四
首

の
「
こ
ほ
ろ
ぎ
」
の
歌
を
残
し
て
い
る
。
（
便
宜
上
通
算
番
号
を
つ
け
た
）

②
篭
り
居
る
黍
の
小
床
に
こ
ほ
ろ
ぎ
の
夜
す
が
ら
鴫
か
ば
い
か
に
か
も
聞
く

⑥
秋
の
野
に
豆
曳
く
あ
と
に
ひ
き
の
こ
る
莞
が
な
か
の
こ
ほ
ろ
ぎ
の
声

仙
こ
ほ
ろ
ぎ
の
こ
ろ
ろ
鳴
く
な
べ
浅
茅
生
の
の
戒
葉
は
も
み
じ
し
に
け
り

⑤
お
ほ
み
ら
の
さ
び
し
き
花
に
霜
ふ
り
て
く
れ
行
く
秋
の
こ
ほ
ろ
ぎ
の
こ
ゑ

②
の
歌
は
た
し
か
に
こ
ほ
ろ
ぎ
の
声
に
耳
を
か
た
む
け
て
い
る
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る
が
、
「
黍
の
小
床
」
な
ど
と
い
う
古
風
な
表
現
を
使
っ
て
い
る
と
こ

ろ
な
ど
、
い
ま
だ
し
き
も
の
が
あ
る
。
し
か
る
に
側
の
「
秋
の
野
に
豆
曳
く
あ
↓

と
に
ひ
き
の
こ
る
蕊
が
中
の
こ
ほ
ろ
ぎ
の
声
」
に
な
る
と
、
作
者
が
写
生
の
道

に
一
大
開
眼
を
記
録
し
た
も
の
と
し
て
、
自
他
と
も
に
許
し
た
こ
と
は
有
名
で

あ
る
。
こ
こ
の
「
豆
」
と
は
た
ぶ
ん
大
豆
の
こ
と
で
あ
り
、
初
夏
に
ま
い
て
秋

に
み
の
り
、
茎
も
ろ
と
も
に
ひ
き
ぬ
い
て
収
種
す
る
。
そ
の
ひ
き
ぬ
い
た
あ
と

に
、
雑
草
が
と
り
の
こ
さ
れ
て
い
る
。
た
ぶ
ん
そ
れ
は
「
ね
こ
じ
や
ら
し
」
な

ど
で
あ
ろ
う
と
い
う
解
説
も
見
え
て
い
る
。
「
秋
の
野
に
」
と
出
た
と
こ
ろ

鬼
怒
川
を
朝
越
え
く
れ
ば
桑
の
葉
に
降
り
お
け
る
霜
の
麓
に
し
た
た
る
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の
二
首
に
だ
け
「
こ
ほ
ろ
ぎ
」
が
登
場
し
て
い
る
が
、
こ
の
二
首
は
と
も
に

旅
中
の
作
で
あ
っ
て
や
こ
ほ
ろ
ぎ
そ
の
も
の
が
主
題
を
な
し
て
い
な
い
よ
う
に

は
、
と
う
や
ら
舞
台
を
広
く
と
り
す
ぎ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
さ
り

と
て
こ
れ
は
遠
く
か
ら
秋
の
広
野
を
見
わ
た
し
て
い
る
す
が
た
で
は
な
く
て
、

案
外
に
手
近
か
な
と
こ
ろ
を
さ
し
て
い
る
気
持
も
失
わ
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ

る
。
．
皐
曳
く
あ
と
に
ひ
き
の
こ
る
」
と
は
、
作
者
み
ず
か
ら
が
農
業
者
と
し

て
の
い
と
な
み
を
し
て
い
る
こ
と
が
言
葉
の
う
ら
に
こ
め
ら
れ
て
い
て
、
し
か

も
そ
れ
が
写
生
で
あ
り
叙
景
で
あ
る
と
こ
ろ
、
た
し
か
に
一
大
進
展
の
手
腕
を

見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
「
券
が
な
か
の
こ
ほ
ろ
ぎ
の
声
」
に
い
た
っ
て
は
、
畑

の
雑
草
の
静
か
な
葉
の
そ
よ
ぎ
に
つ
れ
て
の
こ
ほ
ろ
ぎ
の
さ
び
し
げ
な
声
が
き

こ
え
て
い
る
さ
ま
を
想
見
さ
せ
る
に
充
分
で
あ
ろ
う
。
作
者
と
こ
ほ
ろ
ぎ
と

は
、
あ
る
意
味
で
主
客
一
如
の
境
地
が
こ
こ
に
到
達
で
き
た
と
言
っ
て
も
よ
か

ろ
う
。仰

の
「
浅
茅
生
」
と
か
「
こ
ろ
ろ
な
く
な
く
」
と
か
の
表
現
に
は
ま
だ
古
さ

が
残
っ
て
い
る
が
、
ど
く
だ
み
の
葉
の
も
み
じ
を
と
ら
え
た
自
然
観
察
は
あ
た

ら
し
い
。

⑤
ゐ
「
お
ほ
み
ら
」
と
は
「
ら
っ
き
ょ
う
」
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
花
は

紫
色
の
小
さ
な
全
く
さ
び
し
い
感
じ
の
す
る
花
で
あ
る
と
、
鹿
児
島
寿
蔵
氏
が

「
長
塚
節
研
究
」
の
中
で
伝
え
て
い
ら
れ
る
。
こ
こ
の
票
相
ふ
り
て
」
は
説
明

的
で
感
心
し
な
い
し
、
ま
た
「
く
れ
行
く
秋
の
」
と
こ
と
わ
る
の
も
概
念
的
に

き
こ
え
る
。
つ
ま
り
、
「
お
ほ
み
ら
」
の
花
と
「
こ
ほ
ろ
ぎ
」
と
が
「
豆
曳
く

あ
と
に
ひ
き
の
こ
る
券
が
な
か
の
こ
ほ
ろ
ぎ
」
の
場
合
の
よ
う
に
は
う
ま
く
結

び
つ
か
な
い
の
で
あ
る
。

そ
の
つ
ぎ
の
年
、
す
な
わ
ち
明
治
三
十
八
年
、
二
十
七
才
の
一
年
に
は

⑥
男
郎
花
ま
じ
れ
る
草
の
秋
雨
に
あ
ま
た
は
鳴
か
ぬ
こ
ほ
ろ
ぎ
の
声

側
木
曽
人
の
朝
の
草
刈
る
桑
畑
に
ま
だ
鳴
き
し
き
る
こ
ほ
ろ
ぎ
の
声

と
考
え
あ
わ
せ
て
み
る
と
、
低
く
し
げ
っ
た
雑
草
を
ぬ
い
て
や
や
高
く
の
び

て
い
る
、
さ
し
て
見
ば
え
も
し
な
い
木
賊
と
か
男
郎
花
と
か
を
、
そ
の
ま
ま
と

り
入
れ
た
全
景
描
写
の
よ
さ
を
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
そ
れ
に
「
あ
ま
た
は

鳴
か
ぬ
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
作
者
の
耳
を
か
た
む
け
て
い
る
姿
ま
で
想
わ
れ

る
。

例
の
「
木
曽
人
の
」
の
ほ
う
は
、
朝
の
早
立
ち
を
し
た
旅
の
道
す
が
ら
で
の

嘱
目
で
あ
ろ
う
が
、
「
ま
だ
鳴
き
し
き
る
」
の
と
こ
ろ
に
感
じ
が
出
て
い
る
け

れ
ど
も
、
「
木
曽
人
」
と
い
う
も
の
、
「
桑
畑
」
と
い
う
も
の
が
、
現
実
に
そ

う
い
う
も
の
で
あ
っ
た
だ
け
で
、
何
も
そ
れ
以
上
の
意
味
を
与
え
ら
れ
得
な
い

の
は
残
念
で
あ
る
。

そ
の
翌
明
治
三
十
九
年
、
作
者
が
二
十
八
才
の
年
に
は
写
生
文
の
秀
作
を
出

す
な
ど
の
活
躍
期
に
入
っ
た
の
で
あ
る
が
、
歌
と
し
て
淵
、
利
根
の
河
口
に
遊

ん
で

利
根
川
の
冬
吐
く
水
は
冷
た
け
れ
ど
か
た
へ
は
ぬ
る
し
潮
目
揺
る
波

な
ど
の
名
品
を
得
て
お
り
、
さ
ら
に
「
八
月
八
日
、
立
秋
」
と
題
し
て

南
瓜
の
茂
り
が
な
か
に
抽
き
い
で
し
券
そ
よ
ぎ
て
秋
立
ち
ぬ
ら
し

と
録
し
て
お
り
、
そ
れ
に
つ
づ
い
て
「
九
日
、
夜
、
は
じ
め
て
蝉
を
き
く
」

も
読
め
る
け
れ
ど
も
、
よ
く
味
わ
っ
て
み
る
と
、
単
に
歌
の
中
の
添
景
と
し

て
、
こ
ほ
ろ
ぎ
が
利
用
さ
れ
た
程
度
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
感
じ
ら
れ
て
く

る
。
「
男
郎
花
」
と
は
「
事
典
」
に
よ
る
と
う
山
野
に
多
い
云
々
・
オ
ミ
ナ
エ

シ
に
似
て
い
る
が
、
全
体
に
が
っ
ち
り
し
て
お
り
、
花
は
，
白
く
云
々
」
と
あ

る
。
こ
の
「
男
郎
花
ま
じ
れ
る
軍
の
」
と
い
う
表
現
か
ら
連
想
さ
れ
る
、
こ
の

作
者
の
名
品

鬼
怒
川
の
土
手
の
小
草
に
ま
じ
り
た
る
木
賊
の
上
に
雨
は
れ
む
と
す
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Ｉ
‐
連
作
に
は

冬
Ｅ
ふ
け

ひ
え
く
畠

小
夜
深
に
さ
き
て
散
る
と
ふ
稗
草
の
ひ
そ
や
か
に
し
て
秋
さ
り
ぬ
ら
む

う
室
お
ひ

馬
退
虫
の
髭
の
そ
よ
る
に
来
る
秋
は
ま
な
こ
を
閉
ぢ
て
想
ひ
見
る
べ
し

と外
に
立
て
ば
衣
う
る
ほ
ふ
う
く
し
こ
そ
夜
空
は
水
の
滴
る
が
如

お
し
な
べ
て
木
草
に
露
を
置
か
む
と
ぞ
夜
空
は
近
く
相
迫
り
見
ゆ

な
ど
の
名
品
が
な
ら
ん
で
い
る
。
こ
の
中
の
「
馬
追
虫
の
」
の
一
首
で
あ
る

が
令
前
に
も
調
査
結
果
で
述
べ
て
お
い
た
通
り
、
節
の
全
歌
集
中
、
馬
追
虫
を

よ
み
こ
ん
だ
も
の
は
、
た
だ
一
首
し
か
な
く
、
そ
の
一
首
が
こ
こ
に
提
出
し
た

「
髭
の
そ
よ
る
に
来
る
秋
は
」
の
歌
で
あ
る
。
た
し
か
に
馬
追
虫
を
う
た
っ
て

と
題
し
て

垣
に
積
む
券
が
な
か
の
こ
ほ
ろ
ぎ
は
粟
畑
よ
り
か
引
き
も
て
来
つ
ら
む

と
書
き
と
め
て
い
る
。
こ
れ
が
「
こ
ほ
ろ
ぎ
」
の
第
八
作
で
あ
る
。
「
莞
そ

よ
ぎ
て
秋
立
ち
ぬ
ら
し
」
と
じ
っ
と
眼
と
心
と
を
こ
ら
し
た
作
者
が
、
す
ぐ
そ

の
あ
く
る
日
の
夜
、
こ
の
年
は
じ
め
て
の
こ
ほ
ろ
ぎ
は
わ
が
こ
の
手
で
今
日
粟

畑
の
草
を
と
っ
て
は
こ
ん
だ
、
あ
の
券
の
中
に
ま
ぎ
れ
て
わ
が
家
の
垣
に
ま
で

来
て
、
い
ま
秋
の
声
を
た
て
て
い
る
の
だ
な
、
と
考
え
る
と
、
農
人
と
し
て
の

作
者
の
生
活
の
中
に
、
ぐ
っ
と
入
り
こ
ん
だ
こ
ほ
ろ
ぎ
の
存
在
が
実
感
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
前
出
「
こ
ほ
ろ
ぎ
」
の
歌
の
い
よ
り
の
ま
で
を
点

検
し
直
し
、
味
わ
い
直
し
て
、
さ
て
こ
の
③
と
比
較
し
て
熟
思
し
て
み
れ
ば
、

右
の
詞
作
者
の
生
活
の
中
に
、
ぐ
っ
と
入
り
こ
ん
だ
こ
ほ
ろ
ぎ
の
存
在
」
と
い

う
こ
と
の
真
実
味
を
あ
ら
た
め
て
感
得
す
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
「
こ
ぼ

ろ
ぎ
」
の
歌
を
通
し
て
だ
け
で
も
、
詩
人
と
し
て
の
作
者
の
進
境
を
認
め
ら
れ

る
と
主
張
し
た
い
の
で
あ
る
。

翌
明
治
四
十
年
、
作
者
い
よ
い
よ
二
十
九
才
と
い
う
年
こ
そ
は
、
詩
境
さ
ら

に
飛
躍
的
な
充
実
を
き
た
し
た
時
期
で
あ
っ
て
、
た
と
え
ば
「
初
秋
の
歌
」
の

は
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
す
で
に
象
徴
の
域
に
入
っ
て
い
る
ほ
ど
の
存
在
と

な
っ
て
、
節
の
詩
魂
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
日
本
人
の
日

本
の
秋
の
歌
の
絶
品
の
一
つ
を
こ
こ
に
見
る
と
ま
で
言
い
た
い
。

さ
て
こ
の
期
に
お
け
る
マ
こ
ほ
ろ
ぎ
」
の
歌
は
果
し
て
ど
ん
な
も
の
で
あ
っ

か
た
と
言
え
ば

側
こ
ほ
ろ
ぎ
は
は
か
な
き
虫
か
柊
の
は
な
が
散
り
て
も
驚
き
ぬ
く
し

で
、
こ
れ
は
「
晩
秋
雑
詠
」
即
興
十
八
首
と
題
す
る
中
の
第
十
番
目
に
当
た

っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
十
八
首
の
中
に
は

芋
が
ら
を
壁
に
吊
せ
ぱ
秋
の
日
の
か
げ
り
又
さ
し
こ
ま
や
か
に
射
す

か
垣
つ
か

葉
鶏
頭
に
蕊
お
し
つ
け
て
干
す
庭
は
騒
が
し
く
し
て
お
も
し
ろ
き
か
も

の
よ
う
姪
、
作
者
の
生
活
に
密
着
し
た
環
境
が
ま
こ
と
に
周
到
徹
底
し
た
写

生
の
芸
術
を
う
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
く
ら
べ
て
こ
の

こ
ほ
ろ
ぎ
は
は
か
な
き
虫
か
柊
の
は
な
が
散
り
て
も
驚
き
ぬ
く
し

は
一
読
し
て
は
、
大
し
た
感
銘
を
与
え
な
い
よ
う
な
歌
と
も
思
わ
れ
る
か
も

知
れ
な
い
。
現
に
高
田
浪
吉
氏
の
如
き
も
「
神
経
の
細
か
く
動
い
て
い
る
歌

で
、
こ
ほ
ろ
ぎ
ら
し
い
感
じ
を
現
は
し
て
い
る
が
、
こ
の
程
度
に
止
ま
る
も
の

が
あ
り
は
し
ま
い
か
云
々
」
と
前
記
「
長
塚
節
研
究
』
の
中
で
評
し
て
い
ら
れ

る
。
土
屋
文
明
氏
も
同
書
の
中
で
こ
の
歌
に
つ
い
て
「
柊
の
は
な
が
散
り
て
も

驚
き
ぬ
く
し
、
は
幾
分
作
者
の
常
用
手
段
と
言
う
感
が
な
い
で
も
な
い
が
、
そ

こ
に
一
筋
の
調
子
の
貫
く
も
の
が
あ
る
こ
と
は
、
注
意
す
べ
き
で
あ
る
」
と
述

べ
て
い
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
批
評
は
み
な
作
者
長
塚
節
の
詩
人
と
し

て
の
成
長
史
に
は
関
心
を
寄
せ
な
い
見
方
で
あ
っ
て
、
歌
の
技
術
的
な
面
に
重

点
の
あ
る
意
見
に
す
ぎ
な
い
と
思
う
。
こ
の
歌
の
真
価
は
、
こ
ほ
ろ
ぎ
に
対
す

る
作
者
の
心
境
の
進
展
深
化
そ
の
も
の
の
中
に
発
見
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
最

初
の
こ
ろ
は
、
こ
の
作
者
と
い
え
ど
も
、
こ
ほ
ろ
ぎ
を
も
っ
て
、
単
な
る
季
節
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の
風
物
と
し
て
考
え
る
境
地
か
ら
出
発
し
た
の
で
あ
る
が
、
作
者
自
身
の
詩
魂

の
深
く
な
り
、
ま
た
広
く
な
る
に
つ
れ
て
、
こ
ほ
ろ
ぎ
そ
の
も
の
が
作
者
と
の

距
離
を
ち
ぢ
め
て
来
た
こ
と
は
前
の
⑧
の
歌
に
お
い
て
考
察
し
た
通
り
で
あ
っ

た
。
し
か
る
に
、
こ
の
い
の
歌
す
な
わ
ち

こ
ほ
ろ
ぎ
は
は
か
な
き
虫
か
柊
の
は
な
が
散
り
て
も
難
き
ぬ
く
し

に
い
た
っ
て
は
、
油
断
し
て
こ
れ
を
読
め
ば
何
の
奇
も
な
く
、
こ
ほ
ろ
ぎ
と

い
う
虫
の
臆
病
な
敏
感
性
を
冷
静
に
観
察
し
た
結
果
の
記
録
的
産
物
と
い
う
く

ら
い
に
し
か
思
わ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
浅
い
見
方
で
あ
る
。

こ
の
前
の
歌
ま
で
で
は
、
こ
ほ
ろ
ぎ
を
、
そ
の
哀
調
を
お
び
た
鳴
声
に
お
い

て
の
み
感
じ
て
来
た
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
歌
に
お
い
て
は
、
こ
ほ
ろ
ぎ
の
生

命
そ
の
も
の
に
触
れ
て
、
そ
の
生
活
体
と
し
て
の
あ
り
方
に
共
感
の
な
み
な
み

な
ら
ぬ
も
の
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
柊
と
い
う
の
は
壱
事
典
」
に
よ
る
と

「
モ
ク
セ
イ
科
の
常
緑
樹
、
山
地
に
自
生
も
あ
る
毎
ふ
つ
う
庭
に
植
え
ら
れ

る
。
高
さ
三
乃
至
五
米
、
多
く
の
枝
を
わ
け
る
。
葉
は
対
生
し
、
卵
形
か
楕
円

形
で
縁
に
数
個
の
歯
が
あ
り
、
そ
の
先
が
針
に
な
っ
て
痛
い
。
…
…
…
秋
の
こ

ろ
、
葉
え
き
に
白
色
の
小
形
の
合
弁
柘
を
ひ
ら
く
」
と
あ
る
。
そ
の
小
形
の
花

の
一
片
が
ハ
ラ
リ
と
落
ち
る
、
そ
の
か
す
か
な
音
に
も
、
い
や
音
に
も
な
ら

ぬ
、
か
す
か
な
空
気
の
ゆ
れ
に
も
、
す
ば
や
く
感
応
す
る
こ
ほ
ろ
ぎ
の
生
命
を

熟
視
す
る
作
者
の
眼
と
い
う
も
の
を
考
え
て
み
る
と
、
こ
れ
は
単
に
自
然
科
学

者
が
昆
虫
の
習
性
を
観
察
し
て
い
る
場
合
の
精
密
確
実
な
眼
と
い
う
程
度
に
と

ど
ま
る
の
で
は
な
く
て
、
こ
れ
は
ほ
ん
と
う
の
詩
人
の
眼
で
あ
り
、
詩
人
の
心

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
「
は
か
な
き
虫
か
」
に
は
た

だ
の
憐
れ
み
と
い
う
浅
い
も
の
で
は
な
く
て
、
そ
の
は
か
な
さ
を
共
に
感
じ
持

つ
詩
人
の
心
が
そ
の
ま
ま
流
露
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
な
お
こ
の
歌
は
後
年

の
作
な
る

こ
ほ
ろ
ぎ
は
ひ
た
す
ら
物
に
怖
れ
ど
も
お
の
れ
健
か
に
草
に
居
て
鳴
く

と
い
う
発
展
に
い
た
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
別
に
そ
の
項
で
説
く
こ

と
に
す
る
。

こ
の
詩
人
の
歌
境
も
こ
の
程
度
に
の
び
て
き
た
こ
と
を
知
る
わ
け
で
あ
る

が
、
そ
の
翌
年
、
す
な
わ
ち
明
治
四
十
一
年
、
三
十
才
と
い
う
年
に
は
、
い
よ

い
よ
大
成
に
近
づ
い
て
、
有
名
な
「
濃
霧
の
歌
」
連
作
を
な
す
に
い
た
っ
た
の

で
あ
る
。
た
と
え
ば

群
山
の
尾
ぬ
れ
に
秀
で
し
相
馬
嶺
ゆ
い
つ
湧
き
い
で
し
天
つ
霧
か
も

さ
が
し
ま

ゆ
ゆ
し
く
も
見
ゆ
る
霧
か
も
倒
に
相
馬
が
獄
ゆ
揺
り
お
ろ
し
来
ぬ

と
い
う
風
な
雄
大
な
う
た
い
振
り
が
あ
る
か
と
思
え
ば

砿

は
ろ
ぱ
ろ
に
匂
へ
る
秋
の
草
原
を
浪
の
値
ふ
ご
と
霧
せ
ま
り
来
も

の
よ
う
な
繊
細
な
美
感
覚
を
示
す
も
の
も
あ
っ
て
ま
こ
と
に
み
ご
と
な
成
熟

ぶ
り
で
あ
る
。

こ
の
年
に
お
け
る
こ
ほ
ろ
ぎ
の
歌
は
．
秋
雑
詠
」
八
首
の
第
四
首
と
し
て
出

て
い
る
一
つ
だ
け
で
あ
る
。

⑩
こ
ほ
ろ
ぎ
の
寵
れ
る
穴
は
雨
ふ
ら
ば
落
葉
の
戸
も
て
と
ざ
せ
る
ら
し
き

こ
の
歌
は
そ
の
前
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
二
首
が
な
ら
べ
ら
れ
て
あ
っ
て
、
こ
れ

ら
が
み
な
秋
雨
の
景
で
あ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

わ
ら

ひ
さ
方
の
天
を
一
樹
に
仰
ぎ
見
る
銀
奔
の
実
ぬ
ら
し
秋
雨
ぞ
ふ
る

秋
雨
の
い
た
く
し
ふ
れ
ば
水
の
上
に
玉
う
き
み
だ
り
見
つ
っ
と
も
し
も

こ
の
二
首
は
い
ず
れ
も
こ
れ
と
い
う
特
殊
性
を
示
し
て
い
な
く
て
、
も
し
作

者
を
か
く
し
て
示
さ
れ
た
場
合
に
、
こ
れ
ら
の
歌
の
作
者
そ
の
も
の
を
知
り
た

い
と
い
う
熱
望
を
わ
れ
わ
れ
に
お
こ
さ
せ
る
ほ
ど
の
魅
力
を
持
っ
て
い
な
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
く
ら
べ
て
は
、
こ
の

こ
ほ
ろ
ぎ
の
龍
れ
る
穴
は
雨
ふ
ら
ば
落
葉
の
戸
も
て
と
ざ
せ
る
ら
し
き
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に
は
、
は
っ
き
り
と
し
た
個
性
（
広
い
惣
味
で
の
）
が
あ
り
、
も
し
作
者
名

が
は
ぶ
か
れ
て
い
た
ら
、
こ
う
い
う
特
異
の
題
材
を
と
ら
え
る
作
者
は
ど
ん
な

人
か
と
知
り
た
く
な
ら
せ
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。
そ
の
人
が
す
な
わ
ち
長
塚
節
で

あ
る
。
こ
ほ
ろ
ぎ
に
対
す
る
親
近
感
の
ほ
ほ
え
ま
し
い
流
露
と
し
て
見
る
な
ら

ば
、
「
こ
ほ
ろ
ぎ
の
詩
人
」
と
し
て
の
節
の
而
日
を
示
す
も
の
と
言
っ
て
も
よ

い
で
あ
ろ
う
。
闘
っ
と
も
、
こ
ほ
ろ
ぎ
が
雨
を
さ
け
て
穴
に
こ
も
る
も
の
で
あ

る
か
、
そ
の
穴
は
た
て
穴
の
も
の
か
ま
た
は
職
穴
の
も
の
か
も
、
ま
だ
調
べ
よ

い
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
の
歌
墜
采
字
通
り
に
は
写
生
の
歌
で
は
あ
る
ま
い
。

し
た
が
っ
て
秋
雨
の
か
な
り
に
ふ
り
し
き
る
の
を
眼
前
に
し
て
、
こ
ほ
ろ
ぎ
の

こ
と
を
つ
よ
く
心
眼
に
う
か
べ
て
の
作
品
で
あ
っ
た
ろ
う
と
想
像
さ
れ
る
の
で

あ
っ
て
、
そ
う
考
え
れ
ば
、
こ
れ
は
こ
れ
で
お
も
し
ろ
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

以
上
十
首
の
こ
ほ
ろ
ぎ
詠
を
お
わ
っ
た
と
こ
ろ
で
、
作
者
三
十
才
の
明
治
四

卜
一
年
が
く
れ
て
行
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
づ
く
二
年
間
に
お
い
て
、

作
者
は
短
歌
の
世
界
を
し
ば
ら
く
は
な
れ
、
大
い
に
散
文
の
世
界
を
開
拓
し
、

小
説
と
紀
行
文
な
ど
を
続
々
と
し
て
発
表
し
、
四
十
二
年
に
は
「
開
業
医
」
な

ど
短
編
四
五
種
を
、
さ
ら
に
翌
四
十
三
年
に
は
雄
篇
「
土
」
と
い
う
不
朽
の
作

を
完
成
し
た
ほ
か
、
い
く
つ
か
の
短
編
や
小
品
を
も
の
し
て
い
る
の
で
あ
っ

て
、
こ
の
期
間
に
は
短
歌
作
品
の
録
せ
ら
れ
た
も
の
は
、
ほ
と
ん
ど
な
い
と
言

っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
翌
四
十
四
年
の
項
に
全
集
は
「
乗
鞍
岳
を
億
ふ
」

の
連
作
十
四
首
の
傑
作
を
伝
え
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
年
が
実
に
作
者
の

死
病
と
な
っ
た
結
核
発
病
の
年
で
あ
っ
た
。
こ
の
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
、

「
病
中
雑
詠
」
な
ど
に
哀
切
き
わ
ま
る
傑
作
の
か
ず
か
ず
を
発
表
し
て
い
る
。

そ
し
て
そ
れ
は
歌
境
の
深
ま
り
を
、
い
よ
い
よ
感
じ
さ
せ
ず
に
は
お
か
な
い
も

の
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
本
論
主
題
の
「
こ
ほ
ろ
ぎ
」
に
触
れ
て
い
な
い
け
れ
ど

商
、
こ
の
期
に
お
け
る
名
品
の
い
く
つ
か
を
あ
げ
る
と

生
き
も
死
に
も
天
の
ま
に
ま
と
平
ら
け
く
恩
ひ
た
り
し
は
常
の
時
な
り
き

我
が
命
惜
し
と
悲
し
と
い
は
ま
く
を
恥
ぢ
て
恩
ひ
し
は
み
な
昔
な
り

往
き
か
ひ
の
し
げ
き
街
の
人
み
な
を
冬
木
の
ご
と
も
さ
び
し
ら
に
見
っ

か
く
て
大
正
元
年
と
二
年
と
は
旅
行
と
病
気
療
養
と
に
暮
れ
て
行
き
、
大
正

三
年
、
作
者
三
十
六
才
の
年
と
な
っ
た
が
急
こ
の
年
は
東
京
神
田
の
病
院
や
九

州
福
岡
の
大
学
病
院
や
で
の
診
療
を
受
け
な
が
ら
、
か
の
名
作
「
誠
の
如
く
」

の
絶
品
を
「
ア
ラ
ラ
ギ
」
誌
上
に
連
戦
し
た
の
で
あ
っ
た
。

「
誠
の
如
く
」
は
五
部
に
分
れ
て
お
り
、
「
其
の
こ
か
ら
「
其
の
五
」
に

い
た
る
、
総
計
二
百
三
十
二
首
に
お
よ
ん
で
い
る
。
そ
し
て
こ
の
期
に
お
い
て

は
「
こ
ほ
ろ
ぎ
」
の
歌
と
し
て
は
、
前
に
列
記
し
た
十
四
首
中
の
最
後
の
⑪
⑫

⑬
側
の
番
号
に
当
た
る
四
首
が
、
こ
の
「
鍬
の
如
く
」
の
「
其
の
五
」
の
中
に

含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
四
首
の
「
こ
ほ
ろ
ぎ
」
の
歌
を
理

解
鍬
賞
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
駒
っ
て
、
「
誠
の
如
く
」
の
全
般
に
わ
た
っ

て
、
大
略
の
理
解
を
経
る
必
要
が
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
こ
の
「
誠
の
如
く
」

こ
そ
は
、
節
が
晩
年
（
三
十
六
才
と
い
う
若
さ
な
が
ら
）
す
な
わ
ち
死
の
前
年

の
大
作
で
あ
っ
て
、
節
が
短
歌
に
お
け
る
最
熟
期
の
傑
作
ぞ
ろ
い
で
あ
り
、
二

百
三
十
余
首
が
、
言
わ
ば
一
大
連
作
を
な
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
か
ら
、
そ
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
『
こ
ほ
ろ
ぎ
」
の
歌
も
、
「
誠
の
如
く
」

の
体
系
中
に
お
い
て
考
察
さ
れ
る
を
要
す
る
の
で
あ
る
。

「
鍬
の
如
く
」
を
発
表
し
た
当
時
、
す
な
わ
ち
大
正
三
隼
か
ら
四
年
は
じ
め

の
動
静
は
き
わ
め
て
簡
明
に
、
前
述
「
全
集
」
第
三
巻
の
ｎ
ペ
ー
ジ
か
ら
胆
ペ

ー
ジ
に
か
け
て
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
あ
る
。

大
正
三
年
三
十
六
才

一
月
、
金
沢
病
院
を
退
院
、
婦
郷
。
三
月
、
十
四
日
神
田
区
橋
田
茂
重
氏

の
橋
田
内
科
医
院
に
入
院
。
五
月
よ
り
「
ア
ラ
ラ
ギ
」
に
「
誠
の
如
く
」

を
連
戦
す
。
五
月
二
十
九
日
橋
田
内
科
医
院
を
退
院
、
三
十
日
帰
郷
。
六

月
、
十
日
三
た
び
福
岡
に
到
り
、
久
保
博
士
の
診
療
を
受
く
。
二
十
日
、
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こ
の
歌
に
は
前
書
が
あ
っ
て
、
そ
れ
に
は
「
い
つ
の
間
に
か
、
立
ふ
ぢ
は
捨

て
ら
れ
き
ん
せ
ん
は
ぞ
ろ
り
と
こ
ぼ
れ
た
る
に
、
夏
の
草
な
れ
ぱ
に
や
矢
車
の

み
ひ
と
り
い
つ
ま
で
も
心
強
げ
に
見
ゆ
れ
ば
」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
病
室
を

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

い
ち
唾
Ｊ
、

無
花
果
に
干
し
た
る
足
袋
や
忘
れ
け
む
と
心
も
と
な
き
雨
あ
わ
た
だ
し

結
核
の
長
期
患
者
と
し
て
の
微
熱
が
つ
づ
い
て
い
て
、
安
ら
か
で
な
い
眠
り

を
や
ぶ
る
夜
半
の
に
わ
か
雨
に
、
ふ
っ
と
思
い
出
し
た
の
は
、
昼
の
間
に
洗
っ

た
足
袋
を
無
花
果
の
枝
に
ほ
し
て
お
い
た
、
あ
れ
は
と
り
入
れ
た
の
で
あ
っ
た

か
し
ら
、
忘
れ
た
か
も
知
れ
な
い
、
屋
根
を
う
つ
雨
足
に
、
あ
わ
た
だ
し
さ
の

感
じ
ら
れ
る
こ
と
よ
・
こ
の
作
者
は
丹
念
な
勤
労
の
習
慣
の
人
で
、
病
中
で
澗

身
の
ま
わ
り
の
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
自
分
の
手
で
す
ま
す
よ
う
な
生
活
を
守
っ

て
い
た
ら
し
い
。

九
州
大
学
病
院
に
入
院
す
。
八
″
、
退
院
、
Ｈ
向
背
島
に
遊
ぶ
。
九
月
、

福
岡
に
端
り
、
市
外
東
公
園
平
野
崖
に
滞
在
、
久
保
博
士
の
治
療
を
受

／
、
◎

大
正
四
年
三
十
七
才

一
月
、
「
ア
ラ
ラ
ギ
」
に
「
誠
の
如
く
其
の
五
」
を
発
表
す
。
一
″
四
日

、
九
州
大
学
病
院
に
入
院
。
二
月
、
七
日
夜
、
昏
睡
状
態
に
陥
り
、
・
八
円

午
前
十
時
死
去
（
以
下
略
）

「
誠
の
如
く
」
を
雌
み
出
し
た
一
年
は
作
者
が
病
苦
の
期
に
あ
た
っ
て
お

り
、
心
身
と
も
に
一
通
り
で
は
な
い
時
期
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
右
の
記
録
か
ら

も
よ
く
察
知
さ
れ
る
。
は
た
し
て
「
鋪
の
如
く
」
の
中
に
は
、
そ
う
し
た
病
苦

と
た
た
か
い
つ
つ
あ
る
作
者
が
、
そ
の
病
苦
を
、
な
ま
の
さ
け
び
で
な
く
て
、

あ
く
ま
で
も
自
己
の
芸
術
の
完
成
の
努
力
と
し
て
表
現
し
て
い
る
す
が
た
が
見

朝
ご
と
に
一
つ
二
つ
と
減
り
行
く
に
な
に
が
残
ら
む
矢
ぐ
る
ま
の
花

不
眠
が
つ
き
も
の
と
な
っ
た
長
期
療
饗
の
苦
し
み
が
、
こ
の
期
の
作
に
い
く

つ
も
そ
の
影
を
色
こ
ぐ
う
つ
し
て
い
る
。
眠
れ
な
い
時
は
水
に
足
を
ひ
た
し
て

い
る
の
が
有
効
と
人
が
言
う
の
を
き
い
て
、
そ
れ
を
そ
の
通
り
に
試
み
て
は
み

る
も
の
の
、
さ
て
時
間
だ
け
は
た
っ
て
行
っ
て
、
む
な
し
い
望
み
だ
け
が
と
り

の
こ
さ
れ
る
。
「
小
夜
ふ
け
に
け
り
」
と
い
う
今
の
時
代
か
ら
見
て
は
古
び
た

表
現
で
は
あ
り
な
が
ら
、
訴
え
る
も
の
は
ち
ゃ
ん
と
伝
わ
る
感
じ
が
す
る
。

こ
の
歌
を
評
し
て
鹿
児
島
寿
蔵
氏
が
「
帰
郷
●
さ
れ
て
心
が
和
ん
だ
の
で
あ
ろ

う
か
、
こ
の
辺
り
の
作
品
に
は
病
気
に
対
す
る
焦
燥
な
ど
少
し
も
な
と
（
長

塚
節
研
究
下
巻
一
七
八
頁
）
と
言
わ
れ
、
同
じ
と
こ
ろ
で
、
岡
麓
氏
は
「
心
お

ち
つ
き
が
充
分
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
『
も
の
う
げ
に
』
と
い
ひ
、
『
遠
し
』
と

か
ざ
っ
て
く
れ
て
い
た
い
ろ
い
ろ
の
花
が
、
し
だ
い
に
し
お
れ
た
り
、
散
っ
た

り
し
て
し
ま
っ
た
の
に
、
矢
車
草
の
花
だ
け
が
残
っ
て
く
れ
て
い
る
た
の
も
し

さ
を
う
た
っ
た
歌
と
解
す
る
の
が
常
識
に
か
な
っ
た
通
説
と
な
っ
て
い
る
ら
し

い
。
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
筆
者
の
持
論
の
一
つ
に
、
文
芸
作
品
の
自
立
性
と

い
う
の
が
あ
っ
て
、
た
と
え
ば
こ
の
矢
ぐ
る
ま
の
花
に
つ
い
て
言
わ
せ
て
も
ら

う
な
ら
ば
、
「
朝
ご
と
に
一
つ
二
つ
と
減
り
行
く
」
の
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
矢
ぐ

る
ま
の
柁
そ
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
減
り
行
く
さ
ま
を
朝
ご
と
に
な
が
め
て

は
、
形
あ
る
も
の
の
ほ
ろ
び
る
さ
だ
め
の
止
む
な
さ
は
、
そ
の
ま
ま
に
肯
定
し

つ
つ
も
、
何
か
形
の
ほ
か
に
た
の
む
べ
き
も
の
が
あ
り
た
い
よ
う
な
、
切
な
る

心
は
あ
る
の
だ
が
、
さ
て
、
こ
の
形
の
衰
滅
を
こ
え
て
、
は
た
し
て
何
が
残
っ

て
く
れ
る
や
ら
、
と
こ
う
し
た
な
げ
き
の
声
を
こ
こ
に
感
じ
て
も
よ
く
は
な
い

か
。

小
夜
ふ
け
て
厨
に
立
て
ば
も
の
う
げ
に
蛙
は
遠
し
水
足
り
ぬ
ら
む

よ
し
と
い
へ
ば
水
に
は
足
は
ひ
た
せ
ど
も
い
た
ず
ら
に
し
て
小
夜
ふ
け

に
け
り
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い
ひ
、
『
水
足
り
ぬ
ら
む
』
と
あ
る
。
か
か
る
し
づ
か
な
感
じ
に
ひ
た
っ
た
作

者
を
お
も
ふ
と
い
は
む
方
鋲
く
な
っ
か
し
と
と
つ
け
加
え
て
い
ら
れ
る
。
し

か
し
本
論
者
は
、
こ
の
両
氏
の
見
解
と
い
さ
さ
か
異
っ
た
も
の
を
持
っ
て
い

る
。
い
か
・
に
も
こ
こ
に
は
病
気
に
対
す
る
焦
燥
の
直
接
の
表
現
は
な
い
。
け
れ

ど
も
、
こ
こ
の
「
も
の
う
げ
に
」
と
い
う
語
も
「
水
足
り
ぬ
ら
む
」
と
い
う
句

も
蛙
の
側
に
お
け
る
充
足
感
の
推
量
が
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
作
者

の
側
の
添
売
足
が
』
つ
ら
づ
け
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
論
者
の
見
解
で
あ

る
。
「
か
か
る
し
づ
か
な
感
じ
に
ひ
た
っ
た
作
者
」
を
な
つ
か
し
む
ど
こ
ろ

か
、
か
か
る
し
づ
か
な
境
地
に
、
ほ
ん
と
う
に
は
し
づ
か
な
感
じ
を
持
ち
き
れ

な
・
峰
・
ぞ
の
心
境
を
こ
こ
に
よ
み
取
ら
ね
ば
な
る
ま
い
。
こ
の
こ
と
は
次
の
一

首
と
関
連
し
て
考
え
た
い
。

ｔ

こ
れ
な
ら
ば
誰
で
も
、
作
者
の
苦
し
い
境
地
を
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ

ろ
う
。
「
暁
の
」
は
、
作
者
が
咳
や
熱
の
た
め
に
不
眠
の
夜
を
す
ご
し
た
そ
の

暁
で
あ
る
。
「
水
に
ひ
た
り
て
」
の
水
と
は
、
「
水
足
り
ぬ
ら
む
」
と
先
の
歌

で
う
ら
や
ん
だ
、
あ
の
水
で
あ
る
。
「
鳴
く
蛙
」
の
そ
の
声
は
、
今
度
の
場
合

は
、
「
も
の
う
げ
に
」
で
は
な
く
て
、
案
外
に
さ
わ
や
か
で
も
あ
ろ
う
。
そ
れ

が
す
な
わ
ち
可
す
ず
し
か
ら
む
」
と
い
う
う
ら
や
み
の
嘆
声
を
さ
そ
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
「
お
も
ひ
汗
拭
く
」
の
と
こ
ろ
で
は
、
そ
う
思
う
こ
と
を
、
苦
し

い
汗
を
拭
く
こ
と
と
の
間
に
は
何
の
必
然
関
係
も
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
が
か
え

っ
て
有
効
な
結
び
つ
き
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
こ
の
歌
の
訴
え
の
永
久
性

さ
て
こ
れ
で
「
誠
の
如
く
」
に
見
る
作
者
の
境
涯
の
一
端
は
理
解
で
き
る
と

し
て
、
次
に
「
こ
ほ
ろ
ぎ
」
の
本
題
に
移
ろ
う
。

⑪
こ
ほ
ろ
ぎ
の
し
め
ら
に
鳴
け
ば
鬼
灯
の
夜
の
く
ま
み
を
お
も
ひ
つ
つ
聴
く

が
あ
る
。

暁
の
水
に
ひ
た
り
て
鳴
く
蛙
す
ず
．
し
か
ら
む
と
お
も
ひ
汗
拭
く

と
い
う
歌
と
思
い
く
ら
べ
て
み
る
と
、
理
解
を
増
す
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し

「
水
打
て
ば
」
の
ほ
う
に
は
詞
書
に
よ
る
と
、
病
院
で
、
若
い
看
謹
婦
た
ち
が

箱
庭
に
水
を
打
っ
て
い
る
、
そ
の
物
音
な
ど
を
き
い
て
い
て
、
青
鬼
灯
の
袋
の

ぬ
れ
る
で
あ
ろ
う
、
そ
の
す
が
す
が
し
さ
を
想
い
や
っ
た
ら
し
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
「
こ
ほ
ろ
ぎ
の
し
め
ら
に
鳴
け
ば
」
の
ほ
う
は
、
前
書
に

「
夜
は
苦
し
き
眠
り
に
落
つ
る
ま
で
虫
の
声
々
あ
は
れ
に
懐
し
く
」
と
あ
っ

て
、
同
じ
く
庭
の
鬼
灯
を
連
想
し
な
が
ら
も
、
こ
ち
ら
は
苦
し
さ
を
わ
ず
か
に

な
ぐ
さ
め
る
こ
ほ
ろ
ぎ
の
声
と
き
き
な
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。

こ
れ
が
す
な
わ
ち
側
の
「
こ
ほ
ろ
ぎ
は
は
か
な
き
虫
か
柊
の
は
な
が
散
り
て

も
驚
き
ぬ
く
し
二
と
呼
応
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
花
が
散
る
だ
け
で
も
お
ど
る

「
誠
の
如
く
」
に
は
こ
の
四
首
だ
け
に
「
こ
ほ
ろ
ぎ
」
が
う
た
わ
れ
て
お

る
。
し
か
も
そ
れ
は
、
「
誠
の
如
く
其
の
五
」
に
の
み
集
ま
っ
て
お
り
、
か
つ

こ
の
四
首
は
二
日
間
に
連
続
し
て
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
記
録
に
よ
っ
て
知
ら

れ
る
。 ⑫

こ
ほ
ろ
ぎ
は
ひ
た
す
ら
物
に
怖
れ
ど
も
お
の
れ
健
か
に
草
に
居
て
鳴
く

⑬
草
村
に
さ
け
る
南
瓜
の
花
共
に
疲
れ
て
た
ゆ
き
こ
ほ
ろ
ぎ
の
声

⑭
此
の
宵
は
こ
ほ
ろ
ぎ
近
し
厨
な
る
派
の
菜
な
ど
に
居
て
か
鳴
く
ら
む

こ
の
歌
を
「
誠
の
如
く
其
の
四
」
に
出
て
い
る

水
打
て
ば
背
鬼
灯
の
袋
に
も
し
た
た
り
ぬ
ら
む
た
そ
が
れ
に
け
り

こ
ほ
ろ
ぎ
の
し
め
ら
に
鳴
け
ば
鬼
灯
の
庭
の
く
ま
み
を
お
も
ひ
つ
っ
聴
く

こ
ほ
ろ
ぎ
は
ひ
た
す
ら
物
に
怖
れ
ど
も
お
の
れ
健
か
に
草
に
居
て
鳴
く
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原
歌
で
「
お
の
．
れ
健
か
に
」
の
と
こ
ろ
の
「
お
の
れ
」
と
は
作
者
の
真
の
気

持
で
は
、
自
分
は
病
ん
で
い
て
無
念
の
心
境
で
あ
る
が
、
「
こ
ほ
ろ
ぎ
、
君
た

ち
」
は
健
全
で
屈
托
の
な
い
歌
声
を
た
て
て
い
る
ん
だ
な
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ

ろ
う
。
こ
の
「
お
の
れ
」
の
気
持
を
英
訳
に
出
す
こ
と
は
不
可
能
で
は
あ
る
ま

い
か
。
善
四
画
、
の
写
の
叩
と
・
い
う
語
を
無
理
に
二
行
目
の
ど
こ
か
に
お
し
こ
ん
で

も
、
さ
て
う
ま
い
こ
と
に
は
な
り
そ
う
も
な
い
。
．

と
も
あ
れ
、
こ
の
歌
が
作
者
と
．
「
こ
ほ
ろ
ぎ
」
と
の
歌
で
の
出
●
合
い
の
十
二

年
の
最
高
の
や
ま
場
と
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
つ
づ
く
二
首
は
む
し
ろ

余
力
の
あ
ら
わ
れ
と
言
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。

き
走
っ
た
「
こ
ほ
ろ
ぎ
」
を
「
は
か
な
き
虫
」
と
客
観
的
に
う
た
い
な
が
ら

も
、
そ
の
う
ら
に
、
そ
の
は
か
な
さ
に
共
感
が
托
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
の

を
、
、
今
度
は
、
は
っ
き
り
と
、
そ
の
は
か
な
き
「
こ
ほ
ろ
ぎ
」
が
、
実
は
健
康

の
よ
ろ
こ
び
を
か
な
で
で
い
る
の
で
あ
り
、
う
ら
や
ま
し
い
の
は
、
こ
ち
ら
で

あ
る
と
い
う
こ
と
が
よ
み
と
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
歌
は
あ
ま
り
に
も
説
明
的

卜
●

に
な
っ
て
い
る
と
い
う
批
判
も
あ
る
ら
し
い
麺
不
治
の
病
の
、
し
か
も
末
期

の
苦
し
み
と
な
や
み
の
境
涯
に
あ
っ
た
詩
人
の
作
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、

こ
れ
は
な
み
な
み
の
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
。
試
み
に
こ
れ
を
英
訳
し
て
み
た

が
、
到
底
こ
の
真
意
を
表
現
し
得
な
い
こ
と
は
残
念
で
あ
る
。

の
。
の
四
段
ご
雨
風
健
昇
の
ロ
の
。
勢
の
善
の
『
画
愚
》

弓
冨
岸
○
毎
門
。
四
②
日
の
目
啓
○
日
ご
”
嵩
彦
⑦
巴
昏
竺

の
①
口
。
』
ご
函
誇
昏
①
簿
○
ゴ
ー
Ｈ
ｂ
－
ご
四

国
乱
負
目
画
Ｈ
ｐ
Ｏ
ｐ
ｍ
幹
彦
の
胴
局
凹
め
の
］
の
固
く
の
い

大
正
三
年
九
月
実
際
は
重
患
の
身
で
あ
る
の
に
、
福
岡
の
病
院
を
退
い
て
、

南
九
州
を
漫
遊
し
て
、
不
如
意
の
あ
け
く
れ
を
重
ね
て
の
、
あ
る
昼
さ
が
り
の

途
上
所
見
が
卿
で
、
そ
の
翌
日
の
泊
り
の
い
ぶ
せ
き
旅
宿
で
の
感
慨
が
伽
で
あ

る
。
「
草
村
に
さ
け
る
南
瓜
」
は
正
規
の
手
あ
つ
い
栽
培
に
よ
ら
な
い
の
で
、

も
と
も
と
力
強
い
勢
を
持
た
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
「
疲
れ
て
た
ゆ
き
」
は
花
も

し
ぼ
み
ぎ
わ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
疲
れ
て
「
た
ゆ

き
」
は
こ
ほ
ろ
ぎ
の
声
で
も
あ
ろ
う
し
、
同
時
に
作
者
そ
の
人
の
心
境
で
も
あ

っ
た
ろ
う
。
歌
が
歌
と
し
て
の
出
来
ば
え
に
は
詩
人
の
衰
え
を
想
わ
せ
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。

こ
の
小
論
の
結
び
と
し
て
、
こ
の
詩
人
が
「
こ
ほ
ろ
ぎ
」
を
う
た
っ
た
第
一

作
と
最
後
と
な
っ
た
第
十
四
作
と
を
な
ら
べ
て
も
う
一
度
よ
み
か
え
し
て
み
よ

黒
ｚ
◎

「
我
が
庭
の
」
は
空
間
の
提
出
で
あ
り
、
「
此
の
宵
は
」
は
時
間
の
提
出
で

あ
る
が
、
い
ず
れ
も
作
者
と
対
象
と
の
関
係
規
定
に
重
要
な
条
件
を
な
し
て
い

る
。
そ
し
て
こ
の
二
つ
だ
け
の
比
較
で
も
、
思
い
な
か
ば
を
す
ぎ
る
も
の
が
あ

る
。
次
に
「
こ
ほ
ろ
ぎ
の
な
く
」
と
「
こ
ほ
ろ
ぎ
近
し
」
と
の
二
つ
は
、
作
者

が
「
こ
ほ
ろ
ぎ
」
を
認
識
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
場
含
の
表
現
で
あ
る
が
、
前
者
で

は
「
こ
ほ
ろ
ぎ
」
が
な
い
て
い
る
と
作
者
が
報
告
し
て
い
る
だ
け
で
、
観
念
的

⑩
我
が
庭
の
梅
の
落
葉
に
降
る
雨
の
さ
む
き
夕
に
こ
ほ
ろ
ぎ
の
な
く

⑭
此
の
宵
は
こ
ほ
ろ
ぎ
近
し
厨
な
る
策
の
菜
な
ど
に
居
て
か
鳴
く
ら
む

⑬
草
村
に
さ
け
る
南
瓜
の
花
共
に
疲
れ
て
た
ゆ
き
こ
ほ
ろ
ぎ
の
声

⑭
此
の
宵
は
こ
ほ
ろ
ぎ
近
し
脚
な
る
派
の
菜
な
ど
に
居
て
か
鳴
く
ら
む
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１
１
ｉ
１
１
ｉ

に
し
か
受
取
り
得
な
い
の
で
あ
る
が
、
後
者
で
は
、
あ
の
「
リ
・
リ
・
リ
・

リ
」
と
い
う
な
き
声
が
は
っ
き
り
と
き
こ
え
る
感
が
す
る
の
で
あ
る
。
司
梅
の

落
葉
に
降
る
雨
の
さ
む
き
夕
Ｅ
な
い
て
い
る
「
こ
ほ
ろ
ぎ
」
は
、
ど
こ
に
な

い
て
い
る
の
か
、
ま
っ
た
く
不
明
で
あ
る
が
、
「
旅
の
菜
な
ど
」
と
単
に
想
像

に
す
ぎ
な
い
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
は
「
こ
ほ
ろ
ぎ
」
の
存
在
と
体
勢
と
、
そ

の
う
ご
き
ま
で
も
、
あ
く
ま
で
い
き
い
き
と
描
け
て
い
る
と
言
っ
て
よ
か
ろ

う
。
元
来
、
厨
と
「
こ
ほ
ろ
ぎ
」
の
と
り
合
せ
な
ど
は
俗
に
な
が
れ
た
構
想
と

考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ほ
ど
の
作
と
な
れ
ば
、
そ
れ
は
少
し
の
抵

戦
争
、
革
命
、
発
明
、
発
見
、
こ
う
し
た
事
象
は
人
間
の
社
会
、
生
活
、
経
済

に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
。
大
き
な
戦
争
の
後
に
は
、
そ
の
戦
争
に
何
ら
か
の

か
た
ち
で
巻
き
こ
ま
れ
た
地
域
、
あ
る
い
は
国
に
、
そ
の
影
響
を
受
け
て
、
社

会
的
経
済
的
な
変
化
が
お
こ
っ
て
い
る
。

今
世
紀
に
は
入
っ
て
二
つ
の
世
界
大
戦
が
お
こ
っ
た
が
、
こ
の
二
つ
の
大
き

な
事
象
は
、
あ
ら
ゆ
る
面
再
世
界
的
な
規
模
に
お
い
て
影
響
を
与
え
、
世
界

各
国
に
わ
た
っ
て
、
大
き
な
変
化
、
と
い
う
よ
り
変
動
が
お
こ
っ
た
。
そ
の
変

動
は
、
あ
る
地
域
で
は
国
土
に
ま
で
及
ん
だ
も
の
も
あ
る
が
、
そ
う
で
な
い
地

域
で
も
、
政
治
的
、
社
会
的
、
経
済
的
に
大
な
り
小
な
り
何
ら
か
の
変
動
が
見

ら
れ
る
。

こ
の
事
象
に
よ
る
影
響
か
ら
お
こ
る
変
動
は
文
学
、
芸
術
の
面
に
お
い
て
も

「
ダ
ダ
の
運
動
」
に
就

●

●
す

！
’
ｉ
主
と
し
て
歴
史
的
観
点
に
た
っ
て
Ｉ

い

て

抗
を
も
感
じ
さ
せ
な
い
の
で
あ
る
。

（
付
言
）
編
中
言
及
の
文
献
の
う
ち
、
「
長
塚
節
全
集
』
は
昭
和
四
年
十
一

月
春
陽
堂
刊
行
六
巻
中
の
第
三
巻
で
あ
る
。
ま
た
「
長
塚
節
研
究
」
は
斉
藤

茂
吉
編
、
昭
和
十
九
年
五
月
筑
摩
書
房
刊
行
上
下
二
巻
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
論
文
は
日
本
大
学
文
理
学
部
に
か
け
る
「
文
芸
作
品
鑑
賞
」
講

座
担
当
の
筆
者
が
昭
和
四
十
一
年
四
月
と
五
月
に
わ
た
り
三
回
連
続
講
義
の

内
容
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

同
様
で
あ
る
。
戦
争
と
い
う
、
血
で
血
を
洗
う
、
の
っ
ぴ
き
な
ら
な
い
真
剣
な

事
態
に
直
面
し
て
、
生
死
を
か
け
た
極
度
の
興
憤
の
状
態
か
ら
よ
う
や
く
解
放

さ
れ
た
時
、
人
間
の
生
活
す
る
社
会
は
、
戦
前
の
平
和
な
状
態
に
か
え
る
た
め

に
は
、
若
干
の
時
間
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
間
す
べ
て
の
も
の
が
停

滞
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
人
間
が
生
存
し
、
共
同
体
と
し
て
生
活
を
続
け

る
以
上
、
時
間
と
と
も
に
、
何
ら
か
の
か
た
ち
の
動
き
が
、
す
べ
て
の
領
域
に
わ

た
っ
て
行
わ
れ
る
。
文
学
に
お
い
て
も
、
こ
れ
と
同
様
な
現
象
が
あ
ら
わ
れ
て

い
る
こ
と
が
み
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
戦
争
後
の
状
態
の
特
色
と
も
い
え
る
も
の
は
、
あ
る
程
度
絶

望
的
で
も
あ
り
、
あ
る
程
度
建
設
的
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う

こ
と
は
云
い
か
え
れ
ば
、
混
乱
期
で
あ
る
と
評
す
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
知
れ

平
田
裕
康
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