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詩
人
は
詩
の
翻
訳
に
た
い
し
て
、
ほ
と
ん
ど
絶
望
的
な
思
い
と
、
し
か
し
ゃ
み
が
た
い
希
求
と
を
、
同
時
に
も
つ
も
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
、
第
一
に
詩
の
翻
訳
の
困
難
は
、
ひ
と
つ
の
短
歌
な
り
俳
句
な
り
を
念
頭
に
お
い
て
み
れ
ば
、
誰
に
で
も
思
い

知
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
調
べ
も
、
ま
た
そ
の
な
か
に
作
者
の
み
な
ら
ず
無
数
の
読
者
に
よ
っ
て
た
た
み
乙
ま
れ
て
き
た
イ
メ

ー
ジ
の
総
体
も
、
別
の
こ
と
ば
に
は
移
さ
れ
よ
う
が
な
い
。
と
同
時
に
し
か
し
、
第
二
に
、
世
界
が
誰
に
と
っ
て
も
ま
さ
に
世
界
規

模
に
ま
で
拡
大
し
て
き
て
い
る
こ
ん
に
ち
、
同
一
の
乙
と
が
他
の
言
語
で
も
い
い
あ
ら
わ
さ
れ
て
ほ
し
い
と
い
う
願
い
は
、
詩
人
を

離
れ
る
こ
と
が
あ
る
ま
い
。

ド
イ
ツ
の
詩
人
H

・M
-
エ
ン

ツ
ェ
ン
ス
ベ
ル
ガ

1
は
、
謙
虚
に
「
さ
し
あ
た
っ
て
、
仮
説
」
と
し
て
で
は
あ
る
が
、
ぼ
く
ら
の

時
代
が
「
ひ
と
つ
の
詩
的
世
界
語
の
成
立
へ
向
か
っ
て
い
る
」
時
代
で
あ
る
こ
と
を
、
主
張
し
て
い
る
吋
い
ま
で
は
、
き
ま
ざ
ま
な

地
域
、
さ
ま
ぎ
ま
な
言
語
の
詩
人
た
ち
が
、
し
ば
し
ば
互
い
に
未
知
の
ま
ま
「
対
照
可
能
」
な
課
題
に
と
り
く
み
、
「
対
照
可
能
」

な
解
決
を
見
い
だ
し
て
い
る
。
詩
は
も
う
「
胸
の
上
に
園
旗
の
マ

l
ク
」
を
つ
け
た
り
は
し
て
い
な
い
。
そ
う
か
れ
は
い
う
。

高
安
国
世
編
・
訳
の
日
本
語
講
中
集
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と
い
っ
て
も
、
も
ち
ろ
ん
、
詩
の
志
向
す
る
世
界
語
は
、
諸
言
語
の
「
標
準
化
」
・
規
格
化
で
も
な
け
れ
ば
、
最
大
公
約
数
で
も

な
く
、
ま
た
、
任
意
の
言
語
(
た
と
え
ば
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
と
か
英
語
と
か
)
が
世
界
の
共
通
語
に
な
っ
て
ゆ
く
、
と
い
う
ふ
う
に
考

え
ら
れ
た
も
の
で
も
な
い
。
そ
ん
な
も
の
な
ら
そ
れ
は
、
長
谷
川
四
郎
が
訳
し
た
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
詩
人
レ
ッ
ツ
の
見
る
「
怪
談
め
い

た
夢
」
、
「
文
盲
が
い
な
く
な
っ
た
国
を
、
官
僚
主
義
が
す
っ
か
り
支
配
し
て
し
ま
っ
た
」
と
い
う
夢
の
、
世
界
的
規
模
で
の
現
実
化

を
加
速
す
る
だ
け
の
も
の
だ
ろ
う
。

そ
う
で
は
な
い
の
だ
。
世
界
語
の
成
立
と
は
、
諸
言
語
の
規
格
化
ゃ
、
解
消
を
い
う
の
で
は
な
い
。
日
本
語
な
ら
日
本
語
、
ド
イ

ツ
語
な
ら
ド
イ
ツ
語
と
い
っ
た
個
々
の
言
語
が
そ
れ
ぞ
れ
に
、
他
の
諸
言
語
が
さ
ま
ざ
ま
に
切
り
拓
い
て
き
た
表
現
能
力
の
す
べ
て

を
み
ず
か
ら
の
う
ち
に
取
り
い
れ
る
こ
と
を
つ
う
じ
て
、
生
長
し
て
ゆ
く
こ
と
、

そ
し
て
そ
の
結
果
と
し
て
、
ど
の
個
々
の
言
語
も

広
範
な
表
現
可
能
性
を
内
在
さ
せ
る
よ
う
に
な
り
、
他
言
語
で
書
か
れ
た
ど
ん
な
詩
で
あ
れ
自
己
の
う
ち
に
十
全
な
か
た
ち
で
転
生

さ
せ
う
る
よ
う
に
な
る
こ
と
|

|

ζ

う
い
う
乙
と
な
の
で
あ
る
。

エ
ン
ツ
ム
ン
ス
ベ
ル
ガ
ー
の
こ
の
思
考
は
、
そ
の
数
十
年
前
の
ヴ
ァ
ル
タ

l
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
、
「
純
粋
言
語
」

に
か
ん
し
て
の

思
考
を
組
起
さ
せ
る
、

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、

ボ
ー
ド
レ

l
ル
の
詩
を
ド
イ
ツ
語
に
移
し
な
が
ら
翻
訳
に
つ
い
て
考
え
た
と
き
、
さ
ま
や
さ

ま
な
言
語
相
互
間
の
深
部
で
の
親
縁
性
を
、

そ
し
て
そ
れ
ら
が
そ
れ
ぞ
れ
に
発
展
し
つ
つ
ひ
と
し
く
め
ざ
し
て
い
る
共
通
の
目
標
と

し
て
の
「
純
粋
言
語
」
の
存
在
を
、
想
定
し
た
。
乙
う
見
る
と
き
、
翻
訳
と
は
、
そ
の
よ
う
な
純
粋
言
語
の
種
子
を
自
国
語
の
な
か

に
育
て
よ
う
と
す
る
、
批
評
的
行
為
に
ほ
か
な
ら
な
い

l
lつ
ま
り
そ
の
翻
訳
、
が
、
他
国
語
を
自
国
語
の
既
成
の
枠
の
な
か
に
閉
じ

ζ

め
て
ゆ
く
の
で
は
な
く
、
他
国
語
と
の
対
話
を
つ
う
じ
て
自
国
語
の
未
知
の
可
能
性
を
解
放
し
て
ゆ
く
方
向
性
を
、
も
つ
も
の
で

あ
る
な
ら
ば
。



た
し
か
に
、
諾
言
語
聞
の
音
韻
上
・
文
法
上
な
ど
の
差
異
は
い
か
ん
と
も
し
が
た
い
か
ら
、
こ
の
「
世
界
語
」
、
な
い
し
「
純
粋
言

語
」
は
、

つ
い
に
理
念
で
し
か
あ
り
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
現
代
の
詩
人
た
ち
の
努
力
が
、
意
識
的
・
無
意
識
的
に

そ
の
理
念
へ
の
接
近
の
線
上
に
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
に
い
ま
で
は
、
ど
の
言
語
で
書
か
れ
た
詩
で
あ
っ
て
も
、
他
の
言
語
を
生
得
の

も
の
と
す
る
ひ
と
の
心
に
も
か
な
り
よ
く
通
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
、
と
い
う
ζ

と
は
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
、

そ
の
過
程
に
あ
っ
て
は
翻
訳
が
大
き
な
役
わ
り
を
果
た
し
て
き
た
、
と
い
う
と
と
も
。

詩
の
翻
訳
が
詩
人
自
身
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
乙
と
は
、
し
か
し
と
の
よ
う
な
趨
勢
の
な
か
に
あ
っ
て
も
、
ま
だ
例
が
少
な
い
。
そ

の
た
め
に
は
詩
人
が
他
言
語
に
も
練
達
し
て
い
る
こ
と
が
条
件
だ
か
ら
、
乙
れ
は
当
然
だ
ろ
う
。
高
安
国
世
が
か
つ
て
試
み
た
自
作

短
歌
の
ド
イ
ツ
語
訳
、
な
ら
び
に
記
紀
歌
謡
か
ら
近
代
詩
に
至
る
日
本
詩
歌
の
ド
イ
ツ
語
訳
は
、

そ
れ
ゆ
え
、
じ
つ
に
貴
重
な
作
業

J
-
3
'
-

。

今

L
e
e
i

貴
重
な
だ
け
で
な
く、

そ
れ
は
た
の
し
い
仕
事
で
も
あ
る
。
訳
者
自
身
が
肩
肘
張
ら
ず
に
、
た
の
し
ん
で
仕
事
し
た
こ
と
が
、
読

む
者
に
伝
わ
っ
て
く
る
せ
い
で
も
あ
る
が
、

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
じ
っ
さ
い
、
同
一
の
詩
想
が
必
然
の
微
妙
な
ず
れ
を
と
も
な
い

な
が
ら
、
別
系
統
の
言
語
で
も
言
い
あ
ら
わ
さ
れ
る
の
を
見
る
と
と
は
、
た
の
し
い
ζ

と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
訳
詩
は
、
原
詩
と

同
一
で
あ
っ
て
し
か
も
同
一
で
は
あ
り
え
な
い
か
ら
こ
そ
、
両
者
は
相
補
的
な
関
係
を
つ
く
り
だ
し
、
と
き
に
、
よ
り
ゆ
た
か
な
総

体
の
存
在
の
可
能
性
を
す
ら
、
読
む
者
に
予
感
さ
せ
る
乙
と
が
で
き
る
。

ζ

の
ζ

と
は
、
あ
え
て
い
う
な
ら
、
詩
に
と
っ
て
も
言
語

に
と
っ
て
も
、
ひ
と
つ
の
幸
福
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
そ
こ
に
は
、
理
念
と
し
て
の
あ
の
世
界
語
・
純
粋
言
語
の
実
現
の
場
が
、

現
実
的
に
か
い
ま
み
ら
れ
る
の
だ
か
ら
。

高
安
国
世
編
・
訳
の
日
本
詞
筆
集
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高
安
国
世
編
・
訳
の
日
本
調
筆
集
》
H
N
C
E
巾乙

rms-広
同
町
円
《
は
、
一
九
六
一
年
に
ミ
ュ
ン
ヒ
ェ
ン
の
ベ
ヒ
ト
レ
書
房
か
ら
刊
行

も
、
実
質
上
の
編
・
訳
者
は
も
っ
ぱ
ら
高
安
国
世
で
あ
っ
た
、
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

さ
れ
た
。
乙
の
本
に
は
編
・
訳
者
と
し
て
、
高
安
国
世
と
と
も
に
マ
ン
プ
レ
ー
ト
・
ハ
ウ
ス
マ
ン
の
名
も
挙
げ
ら
れ
て
い
る
け
れ
ど

つ
ぎ
の
か
れ
の
文
か

乙
の
聞
の
事
情
は
、

ら
知
ら
れ
る
。

「
ペ
ヒ
ト
レ
書
房
で
は
私
の
歌
集
の
好
評
に
気
を
よ
く
し
て
か
、
日
本
の
古
来
の
詩
歌
の
-
詞
華
集
(
ア
ン
ソ
ロ
ツ

1
)
を
出
す
よ
う

に
慾
憩
し
て
き
た
。
選
択
は
私
に
ま
か
さ
れ
た
の
で
、
私
は
自
分
の
好
み
に
合
っ
た
も
の
、
訳
が
ま
っ
た
く
不
可
能
で
は
な
さ
そ
う

な
も
の
を
選
び
な
が
ら
、
何
カ
月
か
か
か
っ
て
独
訳
を
試
み
た
。

ζ

れ
も
最
後
は
ハ
ウ
ス
マ
ン
の
校
訂
す
る
と
ζ

ろ
と
な
り
、
今
度

は
番
障
の
販
売
政
策
で
共
著
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。

ク

1
ニ
ッ
シ
ュ
編
の
現
代
ド
イ
ツ
文
学
事
典
の
ハ
ウ
ス
マ
ン
の
項
に
は
、

ζ 

の
調
筆
集
》

m'H町内山内『河内閣
g司
E
P『
《
(
平
鳥
の
呼
び
声
)
が
私
と
の
共
著
と
し
て
載
っ
て
い
る
。
し
か
し
大
方
は
私
が
訳
し
た
も

の
で
、
と
乙
ろ
ど
乙
ろ
ハ
ウ
ス
マ
ン
が
字
句
を
校
訂
し
た
の
で
あ
る
。
」

乙
乙
で
「
私
の
歌
集
」
と
い
わ
れ
て
い
る
の
は
、
高
安
国
世
が
一
九
五
七
年
の
ド
イ
ツ
滞
在
中
に
、

つ
れ
づ
れ
に
ド
イ
ツ
語
に
訳

し
た
自
作
の
短
歌
六
二
首
を
、
》
出
q
Z昨日
oロ
仏
《
(
秋
の
月
)
と
い
う
表
題
の
も
と
に
ま
と
め
て
二
九
五
九
年
に
ベ
ヒ
ト
レ
書
房
か

ら
刊
行
し
た
も
の
で
あ
る
。
好
評
を
得
て
、
翌
年
に
再
版
さ
れ
て
い
る
。
乙
の
『
秋
の
月
』
訳
出
の
さ
い
に
著
者
は
、
親
し
い
幾
人

か
の
ド
イ
ツ
人
に
訳
稿
を
示
し
て
感
想
を
た
ず
ね
、
助
言
を
得
て
い
る
。
そ
の
幾
人
か
の
ひ
と
り
が
ハ
ウ
ス
マ
ン
だ
っ
た
。
右
に
引

用
し
た
文
で
、
「
こ
れ
も
最
後
は
ハ
ウ
ス
マ
ン
の
校
訂
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
」
(
傍
点
は
引
用
者
)
、
と
語
ら
れ
て
い
る
の
は
、
そ
う
い

う
わ
け
か
ら
だ
っ
た
。

と
と
ろ
で
、
『
千
鳥
の
呼
ぴ
声
』
が
、
高
安
/
ハ
ウ
ス
マ
ン
の
共
著
と
い
う
よ
り
高
安
の
著
作
と
い
っ
た
ほ
う
が
適
切
な
も
の
で
あ



る
こ
と
は
、
訳
出
さ
れ
て
い
る
詩
歌
そ
の
も
の
か
ら
も
う
ら
が
き
さ
れ
る
よ
う
に
、
ぼ
く
に
は
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
ハ
ウ
ス

マ
ン
に
は
そ
れ
以
前
に
、
》
ピ
与
ク
斗

a
g仏
ぐ

o-Eoロ仏
E
n宮内
《
(
恋
、
死
そ
し
て
満
月
の
夜
)
と
い
う
日
本
詞
華
集
の
著
作
が
別
に

あ
る
の
だ
が
、
ζ

れ
は
、
詩
歌
の
選
択
に
お
い
て
も
訳
出
の
し
か
た
に
お
い
て
も
、
『
千
鳥
の
呼
び
声
』
と
は
大
い
に
質
を
異
に
し
て

い
る
よ
う
だ
か
ら
だ
。
い
ま
「
ょ
う
だ
」
と
ぼ
く
が
書
い
た
の
は
、
迂
聞
に
も
ぼ
く
は
ま
だ
そ
の
本
を
触
目
で
き
ず
に
い

て
、
抄
録

ろ
が
出
て
く
れ
ば
続
稿
で
そ
う
す
る
こ
と
に
す
る
け
れ
ど
も
、

で
そ
の
内
容
を
推
測
で
き
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
そ
の
本
を
見
た
上
で
、
議
論
を
訂
正
な
い
し
補
足
す
る
べ
き
と
こ

い
ま
手
許
に
あ
る
抄
録
(
短
歌
・
俳
句
計
一
一
篇
)
を
見
る
と
、

『
千
鳥
の
呼
び
声
』
に
も
採
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、
た
だ
一
篇
し
か
な
く
、
し
か
も
ζ

の
一
篇
の
二
つ
の
訳
を
比
較
す
る
な
ら
、
訳
出

の
し
か
た
の
明
ら
か
な
違
い
が
見
て
と
れ
る
。

こ
の
一
篤
の
原
作
は
、

て
、
『
恋
、
死
そ
し
て
満
月
の
夜
』
で
の
こ
れ
の
訳
は

一
茶
の
句
「
我
と
来
て
あ
そ
べ
や
親
の
な
い
雀
」

で
あ
っ

』
m
H
N同

scaty『
g
p
g』『目立刊
-gw

(
大
意
)

さ
あ
私
と
遊
ん
で
く
れ
、

∞用】内『医ロ間内・

雀
た
ち
。

〉
戸
n
F
F
n
v
v
m
w
H
V巾

r巾
宮

市

伊

向

Z
2
2
B内
F
F

私
に
も
も
う
母
は
い
な
い
。

で
あ
り
、

そ
し
て
ー『

千
鳥
の
呼
ぴ
吉""F' 
』ー

で
の
訳u曲
は

関
O
B自
己
ロ
仏
目
立
内
H
S
X
B
F

(
大
意
)

来
て
私
と
遊
べ
、

高
安
国
世
編
・
訳
の
日
本
詞
筆
集

五
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-'-ノ、

R
B
F
自
己
R
ユ2
2

可
憐
な
、
母
の
い
な
い

∞
℃
U
-
U円円一
F
内ロ

雀
の
子
。

と
な
っ
て
い
る
。
か
つ
て
の
ハ
ウ
ス
マ
ン
訳
は
、
英
訳
や
仏
訳
か
ら
の
重
訳
だ
そ
う
だ
か
ら
、

h
u
り
か
ら
ぬ
こ
と
で
は
あ
る
が
、
原

句
に
即
す
る
態
度
に
お
い
て
、
『
千
鳥
の
呼
び
声
』
で
の
訳
と
は
は
っ
き
り
隔
た
っ
て
い
よ
う
。

も
う
一
旬
、
高
安
訳
と
ハ
ウ
ス
マ
ン
訳
と
を
比
較
で
き
る
も
の
が
あ
る
。
芭
蕉
の
「
古
池
や
蛙
と
ぴ
込
む
水
の
音
」
で
、

乙
れ
を

ハ
ウ
ス
マ
ン
は
訳
し
て

『
恋
、
死
そ
し
て
満
月
の
夜
』
に
収
め
て
い
る
。
し
か
し
高
安
国
世
は
、
「
古
典
の
作
で
い
ち
ば
ん
訳
し
に
く

い
の
は
、
意
味
内
容
が
単
純
で
、
調
子
が
主
に
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
:
:
:
芭
蕉
の
〈
古
池
や
蛙
と
び
込
む
水
の
音
〉
、

子
規

の
〈
鶏
頭
の
十
四
五
本
も
あ
り
ぬ
べ
し
〉
な
ど
が
も
っ
と
も
む
ず
か
し
い
」
と
い
う
理
由
か
ら
、

「
結
局
:
:
:
割
愛
し
て
し
ま
っ
た
」
。

こ
れ
を
『
千
鳥
の
呼
び
声
』
か
ら

こ
の
こ
と
自
体
、
後
者
の
本
の
編
・
訳
が
も
っ
ぽ
ら
高
安
の
手
に
成
る
ζ

と
を
語
っ
て
い
る

が
、
高
安
は
後
年
、

こ
の
句
の
引
用
を
ふ
く
む
自
身
の
エ
ッ
セ
イ
「
詩
の
翻
訳
1

1

日
本
詩
と
西
洋
詩
の
本
質
に
ふ
れ
て
」
を
ド
イ

品
川
同

ツ
語
に
訳
し
て
発
表
し
た
と
き
、
こ
の
句
を
も
「
や
む
を
え
ず
」
翻
訳
し
て
い
る
の
で
、
ぼ
く
ら
は
乙
の
句
に
つ
い
て
も
、
二
つ
の

訳
を
対
比
し
て
み
る
乙
と
が
で
き
る
。

ハ
ウ
ス
マ
ン
訳
1
1
1

岡山一ロロ円山
H
Z刊
『

4
〈
巾

-
Y巾
司
・

(
大
意
)

蒼
古
の
池
水
。

U
O『
∞
℃

E
ロ伺

ozapsnyg

蛙
が
跳
ん
で



52-内
浄
円

Ha
∞n
F宅
内
町
四
四
ロ
・

静
寂
を
深
め
る
。

高
安
訳
ー
ー

回
ロ
色
丹
刊
円
、
吋
2
n
y

(
大
意
)

古
い
池
、

包
ロ
同
門
O
回
【
リ
}
戸
明
日
}
ユ
ロ
四
件
ル
ロ
M

ぜ
〈

Mwag--

蛙
が
跳
ぴ
ζ

む。

剛
内
包
ロ
自
門
町

R
H
h
g昨
日
市
宮
・

そ
の
音
だ
け
。

二
人
の
訳
者
の
翻
訳
の
し
か
た
の
差
は
、

こ
の
場
合
K
も
明
瞭
だ
ろ
う
。
そ
し
て
『
千
鳥
の
呼
び
声
』
は
総
体
と
し
て
、
か
っ
て

の
ハ
ウ
ス
マ
ン
訳
と
は
判
然
と
異
な
っ
て
、
爽
雑
物
を
さ
し
は
さ
む
こ
と
を
潔
癖
に
嫌
っ
た
、
よ
り
原
作
に
即
し
た
訳
し
か
た
で
統

一
さ
れ
て
い
る
。

高
安
訳
の
特
性
に
つ
い
て
は
、
ぼ
く
の
能
力
で
か
る
が
る
し
く
論
じ
ら
れ
る
ζ

と
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
右
の
よ
う
に
意
味
の
上

で
は
厳
密
に
原
作
に
即
し
な
が
ら
、
音
数
律
に
か
ん
し
て
は
、

ハ
ウ
ス
マ
ン
訳
と
同
じ
よ
う
に
、
原
作
に
ζ

だ
わ
る
乙
と
を
避
け
て

い
る
。
高
安
国
世
の
考
え
か
ら
す
る
と
、
あ
と
で
全
文
を
引
用
す
る

『
千
鳥
の
呼
び
声
』
序
文
で
も
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
日
本

語
と
ド
イ
ツ
語
と
で
は
文
法
上
・
音
韻
上
の
差
異
が
は
な
は
だ
し
い
た
め
、
五
音
と
七
音
と
の
組
み
合
わ
せ
を
そ
の
ま
ま
ド
イ
ツ
語

に
移
す
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
効
果
が
な
く
、
ぺ
ダ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
試
み
に
し
か
な
ら
な
い
か
ら
、
翻
訳
の
努
力
は
も
っ
ぱ
ら
、
短
歌

高
安
国
世
編
・
訳
の
日
本
詞
華
集

七



高
安
国
世
編
・
訳
の
日
本
詞
筆
集

i¥ 

な
り
俳
句
な
り
の
内
包
す
る

「
思
考
と
イ
メ
ー
ジ
」
を
、

ド
イ
ツ
語
K
移
す
乙
と
に
注
が
れ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。

そ
う
い
う
わ
け

で
、
高
安
訳
で
は
、
短
歌
は
シ
ラ
ブ
ル
の
数
が
総
体
と
し
て
三
十
二
間
後
に
、
俳
句
は
同
じ
く
十
七
前
後
に
、
と
と
の
え
ら
れ
て
い

る
と
は
い
え
、
前
者
は
自
由
律
の
五
行
詩
に
、
後
者
は
自
由
律
の
三
行
詩
に
訳
出
さ
れ
て
い
る
。
か
れ
に
よ
れ
ば
、
自
然
な
伸
び
ゃ

か
さ
を
も
っ
て
い
る
乙
と
が
、

日
本
の
詩
歌
の
特
徴
な
の
だ
か
ら
、
そ
の
訳
詩
は
倍
屈
な
リ
ズ
ム
を
で
は
な
く
、
「
快
い
自
由
な
リ

ズ
ム
」
を
も
っ
ほ
う
が
ふ
さ
わ
し
い
。

と
い
っ
て
も
、
訳
詩
が
定
型
を
ま
っ
た
く
失
う
こ
と
に
は
、
な
お
問
題
が
残
る
か
も
し
れ
な
い
。
定
型
を
な
る
べ
く
生
か
そ
う
と

す
る
試
行
に
も
、

意
義
は
あ
り
え
よ
う
。
そ
の
点
を
考
え
る
資
料
と
し
て
、

い
ま
引
用
し
た
二
句
の
、

ド
イ
ツ
人
に
よ
る
、
音
数
律

を
も
ド
イ
ツ
語
に
移
そ
う
と
し
た
翻
訳
を
、

ζ

乙
K
引
用
し
て
お
く
。
ま
ず
「
我
と
来
て
」
の
句
の
、

る
訳
l
1
1

ホ
ル
ス
ト
・
ハ
ミ
チ
ュ
に
よ

関
0
5
5門

戸

o
n
y
F
2
2
5可

(
大
意
)

お
い
で
、
私
の
ほ
う
へ
!

同
島
∞

C
5
2
8
5ロ
自
宅

E
g
w

一
緒
に
遊
ぼ
う
、

〈
内
「
ぞ
〈

NHU同
内
『
∞
日
】
巾
円
ロ
ロ
四

親
の
な
い
雀
!

明り

つ
い
で
「
古
池
や
」
の
句
の
、
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
グ
ン
デ
ル
ト
に
よ
る
訳
|
|

U
P
R田
市
門
担
戸
再
開
吋

n
w
v
l

(
大
意
)

そ
こ
に
、
古
い
池
1

1



巾
師

V
Z勺
『
丹
市
内
回
=
匂
『

O
臼

nvvFロ
包
ロ

u

娃
が
跳
ぴ
乙
ん
で

門
同
伊
曲
芸
伊

mm吋
門
戸
己

Em-

水
が
き
ゃ
い
だ
。

同
じ
句
の
、

ゲ

ロ
ノレ
フ

ク
ア

ー/
ホ

ヴ
コL

tζ 
よ
る

↑11' 

〉
』
丹
市
『
吋

2
n
y
E
列

島

|

(
大
意
)

静
も
る
古
池

l
l

3
2
n
E
2ロ
ゲ
己
目
)
門
門
〈

O
H
p
d
p
a
E
B
-

小
さ
な
蛙
が
岸
か
ら
跳
ぶ
。

C
D仏
仏
邸
宅
伊
良

m
z
g
M円
・

す
る
と
水
音
。

乙
れ
ら
は
い
す
れ
も
、

シ
ラ
ブ
ル
の
数
を
五
+
七
+
五
に
と
と
の
え
て
い
る
。
最
後
の
ク
デ
ン
ホ

l
ヴ
ェ
訳
は
さ
ら
に
凝
っ
て
い

て
、
各
行
に
強
弱
格
の
リ
ズ
ム

(
五
音
な
ら

l
E
l
E
l、
七
音
な
ら
|
仁
|
仁
|
仁
|
)
を
も
た
せ
て
い
る
。
日
本
語
は
基
本
的

に
ニ
音
単
位
に
発
音
さ
れ
る
、
と
い
う
通
説
を
考
え
る
と
、

こ
の
リ
ズ
ム
の
選
択
に
は
一
理
あ
る
と
も
い
え
そ
う
だ
|
|
す
べ
て
の

俳
句
や
短
歌
が
こ
の
同
じ
リ
ズ
ム
で
訳
さ
れ
る
な
ら
(
ク
デ
ン
ホ

l
ヴ
ェ
は
じ
じ
っ
そ
う
し
て
い
る
)
、
文
字
通
り
の
千
篇
一
律
に

な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
け
れ
ど
も
。

こ
れ
ら
の
訳
と
高
安
訳
と
を
対
比
し
て
み
る
と
、
例
証
と
す
る
に
は
引
用
例
が
ま
だ
少
な
す
ぎ
る
か
も
し
れ
な
い
が
(
続
稿
で
な

お
多
少
は
引
用
す
る
ζ

と
に
な
る
だ
ろ
う
)
、
高
安
訳
が
、
定
型
を
離
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
い
か
に
も
詩
人
の
手
に
成
る
仕
事
ら
し

く
、
新
し
く
ド
イ
ツ
語
に
転
生
し
た
詩
と
し
て
す
ぐ
れ
て
伸
び
や
か
な
姿
を
も
っ
て
い
る
こ
と
、
し
か
も
同
時
に
そ
れ
が
、
形
式
は

高
安
国
世
編
・
訳
の
日
本
詞
筆
集

九



高
安
国
世
編
・
訳
の
日
本
詞
華
集

。

と
も
か
く
「
思
考
と
イ
メ
!
日
ン
」
に
か
ん
し
て
は
、
あ
く
ま
で
原
作
に
即
し
た
、
過
不
足
の
な
い
翻
訳
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
、
指

摘
で
き
る
よ
う
に
ぼ
く
に
は
思
え
る
。

詞
華
集
『
千
鳥
の
呼
び
声
』
の
、
表
題
は
ど
乙
か
ら
取
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

こ

こ

ろ

い

に

し

へ

ん
、
人
麿
の
「
淡
海
の
海
夕
波
千
鳥
汝
が
鳴
け
ば
情
も
し
の
に
古
思
ほ
ゆ
」
が
、
乙
の
表
題
の
背
後
に
あ
る
の
だ
ろ
う
(
「
し
の
に
」

編
・
訳
者
は
そ
れ
を
語
っ
て
い
な
い
が
、

Tこ
ぶ

に
は
「
し
ぬ
に
」
と
い
う
訓
み
か
た
も
あ
り
、
高
安
自
身
は
後
者
を
好
ん
で
い
る
)
。

そ
の
ほ
か
、

『
万
葉
集
』
に

は
千
鳥
は
幾
度
か
現
わ
れ
る
。
「
ぬ
ば
た
ま
の
夜
の
更
け
ゆ
け
ば
久
木
生
ふ
る
清
き
川
原
に
千
鳥
し
ば

ふ
る
へ

鳴
く
」
(
赤
人
)
、
「
わ
が
背
子
が
古
家
の
里
の
明
日
香
に
は
千
鳥
鳴
く
な
り
嶋
待
ち
か
ね
て
」
(
長
屋
王
)
、
「
佐
保
川
の
清
き
川
原
に

か

は

づ

よ

ぐ

た

鳴
く
千
鳥
蝦
と
二
つ
忘
れ
か
ね
つ
も
」
(
作
者
不
詳
)
、
「
佐
保
川
に
さ
ば
し
る
千
鳥
夜
更
ち
て
汝
が
声
聞
け
ば
寝
ね
が
で
な
く
に
」

ま

か

む

信

ぴ

え

み

(同
)、
「
清
き
瀬
に
千
鳥
妻
呼
び
山
の
際
に
霞
立
つ
ら
む
神
名
火
の
里
」
(
同
)
、
「
わ
が
門
の
榎
の
実
も
り
喫
む
百
千
鳥
千
鳥
は
来
れ

ど
君
ぞ
来
ま
さ
ぬ
」
(
同
)
、
「
わ
が
門
に
千
鳥
し
ば
鳴
く
起
き
よ
起
き
よ
わ
が
一
夜
づ
ま
人
に
知
ら
ゆ
な
」
(
同
)
、
「
明
け
ぬ
べ
く
千

し

ろ

た

へ

た

ま

〈
ら

ま

す

が

そ

が

ま

鳥
し
ば
鳴
く
白
拷
の
君
が
手
枕
い
ま
だ
飽
か
な
く
に
」
(
同
)
、
「
直
菅
よ
し
宗
我
の
河
原
に
鳴
く
千
鳥
聞
な
し
わ
が
背
子
わ
が
恋
ふ

ら
く
は
」
(
同
)
、
等
々
。

ζ

れ
ら
の
歌
は
、
人
麿
の
一
首
以
外
は
『
千
鳥
の
呼
び
声
』
に
訳
出
さ
れ
て
は
い
な
い
け
れ
ど
も
、

乙
の

よ
う
に
千
鳥
が
、
ほ
と
と
ぎ
す
ゃ
う
ぐ
い
す
ほ
ど
で
は
な
い
に
せ
よ
し
ば
し
ば
出
現
す
る
こ
と
、

そ
し
て
そ
れ
が
、
恋
の
情
景
と
よ

く
結
び
つ
く
の
み
な
ら
ず
、
と
り
わ
け
人
麿
と
赤
人
の
名
歌
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
呼
ぴ
声
に
よ
っ
て
、
過
去
の
追
倍
さ
れ
る

お
も
か
げ
を
ぼ
く
ら
の
た
め
に
呼
ぴ
返
す
こ
と
、
な
ど
を
思
い
合
わ
せ
る
な
ら
、

日
本
の
詩
歌
の
う
ち
で
『
万
葉
集
』
を
も
っ
と
も

愛
し
た
高
安
国
世
の
場
合
、
自
選
の
調
筆
集
の
表
題
に
千
鳥
を
出
現
さ
せ
る
の
は
ご
く
自
然
な
乙
と
だ
っ
た
、
と
い
え
る
だ
ろ
う
。



人
麿
の
歌
に
戻
る
と
、

ζ 

の
歌
は
本
文
の
な
か
で
ζ 

つ
訳
さ
れ
て

るω

さ

gロ
仏
芯

mn開
問
ロ
司

E『

2
2
E

伊
戸
『
円
山
内
U
H
P
σ
巾
HH門出
F
n
V刊
ロ
ぜ
〈
刊
】
戸
市
ロ

(
大
意
)

千
鳥
の
呼
び
声
が

仏
何
回
。

srω
巾

gu

近タ
江ぐ
のれ
湖iの
に波
きの
と上
え

る
と

z
t
H
H
可
合
出
国
内
門
N

d

〈
島
〈
O
円

r
v
g
c
n
z

私
の
心
は
う
ず
く
、
あ
と
が
れ
る

戸
内戸
内
}
戸
円
同
市
ロ
〈
内
『

M
Cロ

r巾
口
市
ロ

N2-F内
ロ
・

沈
み
去
っ
た
時
を
思
っ
て
。

ω
 

こ
の
歌
に
は
グ
ン
デ
ル
ト
訳
が
あ
る
の
で
、
参
考
ま
で
に
そ
れ
も
挙
げ
て
お
く
。

〈
O
ロ
仏

2
0
0
B宮
市
内
国

(
大
意
〉

近
江
の
湖
の

〉

σ内
ロ
門
ゲ
ミ
巾
ロ
司
口
問
ヨ
ミ
庁
間
丹
市

夕
波
に
揺
す
ら
れ
る

河
内
岡
市
ロ
℃

E
P円
二

宮

千
鳥
た
ち
、
お
ま
え
た
ち
の

『戸
-3w
¢
4σ伺
円
宅
担
-
丘
四
巾
)
ロ
円
凶
ロ

ι同
a

声
を
聞
く
と
私
は

〈

q
m
g
m
g
2宮

内
凶

g
∞
-
ロ
コ
・

過
去
の
乙
と
を
思
わ
ず
に
い
ら
れ
な
い
。

グ
ン
デ
ル
ト
訳
は
な
か
な
か
苦
心
の
翻
訳
で
、
高
安
訳
で
は
隠
れ
て
し
ま
っ
た
「
汝
」
の
語
も
残
し
、

音
数
律
も
崩
さ
ず
に
い

る
。
し
か
し
、
「
ζ

乙
ろ
も
し
の
に
」
、
な
い
し
「
こ
こ
ろ
も
し
ぬ
に
」
の
語
感
を
ふ
く
め
、

一
首
の
情
趣
は
高
安
訳
の
ほ
う
が
よ
り

高
安
国
世
編
・
訳
の
日
本
詞
華
集



高
安
国
世
編
・
訳
の
日
本
詞
筆
集

よ
く
伝
え
て
い
る

l
lと
感
ず
る
の
は
、
ぼ
く
の
ひ
い
き
自
の
せ
い
だ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
乙
の
歌
に
は
、
最
近
の
古
田
武

ω

m

y

そ
う
ち
が
は

彦
の
所
説
が
、
人
麿
の
「
近
江
の
荒
都
を
過
ぐ
る
時
」
の
長
歌
と
反
歌
、
お
よ
び
「
も
の
の
ふ
の
八
十
氏
河
の
網
代
木
に
い
き
よ
ふ

波
の
行
方
知
ら
ず
も
」
の
歌
に
つ
い
て
解
き
明
か
し
た
よ
う
な
、
歴
史
的
事
実
が
背
景
に
あ
っ
て
、

そ
れ
が
ぼ
く
ら
に
は
さ
ま
ざ
ま

な
思
い
を
誘
い
だ
し
て
く
る
わ
け
だ
け
れ
ど
も
、
古
田
の
新
説
が
ま
だ
ま
っ
た
く
予
想
も
さ
れ
ず
に
い
た
時
期
の
高
安
訳
が
、
「
い

に
し
へ
」
の
一
語
を
、
グ
ン
デ
ル
ト
訳
の
よ
う
に
〉
〈
同
窓
口

m
g
g〈
と
で
は
な
く
、

V
2ロロロ
Z
Z
N
a
gロ
〈
と
し
て
い
る
乙
と

は
、
ま
さ
に
詩
人
の
直
観
の
た
し
か
さ
を
し
め
し
て
い
て
、

み
ご
と
だ
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

『千
鳥
の
呼
び
声
』
の
な
か
で
は
、
千
鳥
は
な
お
三
度
、
姿
を
見
せ
る
。
そ
の
う
ち
二
度
は
記
紀
歌
謡
に
、

一
度
は
近
代
詩
に
。
ま

ず
巻
頭
か
ら
二
つ
め
に
置
か
れ
て
い
る
、

『
日
本
書
紀
』
で
麹
々
杵
尊
が
歌
う
と
さ
れ
て
い
る
歌
、
「
沖
つ
藻
は
卦
に
は
寄
れ
ど
も
さ

同
同

寝
床
も
与
は
ぬ
か
も
よ
浜
つ
千
鳥
よ
」
、
の
な
か
に
。

〈
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四

9
1
y
o
V巾
ロ
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。
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わ
か
っ
て
く
れ
る
か
、
千
鳥
た
ち
!

つ
い
で
『
古
事
記
』
の
な
か
の
、
倭
建
命
へ
の
哀
悼
歌
と
さ
れ
る
短
詩
群
の
一
篇
、
「
浜
つ
千
鳥
浜
よ
は
行
か
ず
磯
伝
ふ
」
、

の
な
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浜
の
千
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の
私
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『
四
回
司
自
己
山
口
明
・

平
ら
な
岸
を
歩
み
ま
せ
ん
。

国
右
町
内
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g
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r・

岩
か
ら
岩
を
伝
い
ま
す
。

あ
るωも
。う

度
は

こ
こ
で
は
引
用
は
は
ぶ
く
が
、
高
村
光
太
郎
の
『
智
恵
子
抄
』

か
ら
の
一
篇
、
「
風
に
乗
る
智
恵
子
」

の
な
か
で

こ
こ
で
、
調
華
集
『
千
鳥
の
呼
び
声
』
の
構
成
に
つ
い
て
、
略
述
し
て
お
こ
う
。
本
に
は
「
二
千
年
間
の
日
本
の
野
情
詩
」
と
い

う
副
題
が
あ
る
が
、
じ
じ
っ
記
紀
歌
謡
か
ら
近
代
詩
に
至
る
、
代
表
的
な
歌
、
旬
、
詩
が
、
時
代
を
追
っ
て
つ
言
つ
ぎ
と
現
わ
れ
て

く
る
。
ど
の
よ
う
な
作
品
が
採
ら
れ
て
い
る
か
は
あ
と
で
紹
介
す
る
け
れ
ど
も
、

日
本
の
詩
歌
の
概
観
と
し
て
は
、
ド
イ
ツ
語
で
出

た
う
ち
で
は
、
選
択
範
囲
の
広
さ
か
ら
い
っ
て
も
、
訳
詩
の
質
と
量
か
ら
い
っ
て
も
、
最
良
の
も
の
と
ぼ
く
は
思
う
。

巻
頭
に
は
高
安
署
名
の
か
な
り
長
文
の
序
文
が
あ
り
、
巻
末
に
は
収
録
さ
れ
た
詩
歌
の
作
者
た
ち
に
つ
い
て
の
時
代
別
の
一
連
の

制
円

注
が
あ
る
。
本
文
自
体
は
四
部
に
分
か
れ
て
い
る
。
第
一
部
は
「
古
代
の
努
情
詩
」
と
題
さ
れ
、
記
紀
歌
謡
四
四
篇
、
『
万
葉
集
』
の

制
刷

長
・
短
歌
人

O
首
、
仏
足
石
歌
四
篇
、

風
俗
歌
・
神
楽
歌
・
催
馬
楽
各
一
篇
、

『
和
漢
朗
詠
集
』

か
ら
一
篇
、
『
古
今
集
』

か
ら
五

首、

『拾
遺
集
』
・
『
千
載
集
」
・
『
山
家
集
』
か
ら
各
一
首
、
『
梁
塵
秘
抄
』
か
ら
三
篇
、

そ
し
て
ぼ
く
に
は
ま
だ
出
所
の
わ
か
ら
な
い

高
安
国
世
編
・
訳
の
日
本
詞
華
集



高
安
国
世
編
・
訳
の
日
本
詞
華
集

四

今
様
ふ
う
の
民
謡
一
篇
、
合
わ
せ
て
一
四
四
篇
を
ふ
く
ん
で
い
る
。
第
二
部
「
中
世
の
拝
情
詩
」
は
、

『新
古
今
集
』
と
そ
の
歌
人
た

ち
の
歌
か
ら
八
首
、

『金
棟
集
』
か
ら
三
首
、

『閑
吟
集
』
か
ら
一
篇
、
計
一

一一
篇
。
第
三
部
「
近
世
の
持
情
詩
」
は
、
芭
蕉
の
句
三
回

開
句
に
始
ま
り
、

一言
水
二
旬
、
去
来
二
旬
、
其
角
一
旬
、
凡
兆
二
旬
、
蕪
村
一

O
句
と
一
篇
、

一
茶
五
旬
、
曙
覧
一
首
、
お
よ
び
隆
達

小
唄
五
篇
か
ら
成
っ
て
い
る
(
計
六
三
篇
)
。
儀
後
の
第
四
部
「
近
代
の
野
情
詩
」
は
、
明
治
期
か
ら
(
広
島
を
歌
っ
た
原
民
喜
の
戦

後
の
詩
二
篇
だ
け
を
例
外
と
し
て
)
第
二
次
大
戦
前
夜
の
時
期
に
至
る
、
藤
村
、
有
明
ほ
か
の
詩
三
六
篇
、
晶
子
、

子
規
ほ
か
の
短

歌
四
六
首
(
茂
吉
の
一
一
首
が
目
立
っ
て
い
る
)、
子
規
、
虚
子
ほ
か
の
俳
句
ニ
二
句
(
う
ら
子
規
一

O
句
)
を
ふ
く
み
、

合
わ
せ
て

一
O
四
篇
か
ら
成
る
。
全
四
部
を
合
計
す
る
と
、
三
二
三
篇
が
数
え
ら
れ
る
。

乙
う
し
て
見
る
と
、
選
択
に
あ
た
っ
て
記
紀
歌
謡
と
『
万
葉
集
』
が
、
ま
た
芭
蕉
が
、
近
代
で
は
子
規
と
茂
吉
が
重
視
さ
れ
て
い

る
ζ

と
が
、
歴
然
と
し
て
い
る
。

乙
れ
に
反
し
て
採
ら
れ
る
こ
と
の
少
な
か
っ
た
の
は
、

『古
今
集
』
か
ら
『
新
古
今
集
』
に
至
る
時

期
の
短
歌
で
あ
り
、
ま
た
ま
っ
た
く
欠
け
て
い
る
の
は
、
連
歌
・
俳
譜
連
歌
で
あ
る
。
古
今
調
・
新
古
今
調
の
短
歌
が
少
な
い
と
と

に
は
編
著
者
の
好
み
が
、

そ
し
て
俳
譜
連
歌
の
欠
如
に
は
お
そ
ら
く
訳
出
の
時
間
の
不
足
が
、
作
用
し
た
の
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
編
集
上
の
問
題
を
ふ
く
め
、
詞
筆
集
の
全
般
に
わ
た
っ
て
高
安
国
世
自
身
が
説
明
し
て
い
る
「
序
文
」
の
全
文
を
、

拙
訳
で
引
用
し
て
お
く
。



序

文

こ
の
書
物
は
、
二
千
年
に
わ
た
る
日
本
の
持
情
詩
の
、
詞
華
集
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
る
。
と
い
っ
て
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
時
代
の

著
名
な
詩
歌
を
こ
と
ご
と
く
集
め
て
い
る
、
と
は
と
う
て
い
い
え
な
い
。
私
自
身
が
持
情
詩
人
な
の
で
、
許
容
し
て
い
た
だ
け
る
ζ

と
と
思
う
が
、
私
と
し
て
は
、
私
自
身
に
と
っ
て
い
さ
さ
か
意
味
を
も
っ
作
品
を
選
び
だ
し
、
翻
訳
し
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
も
そ

の
さ
い
、
集
成
し
た
も
の
を
も
う
一
度
、

ふ
る
い
に
か
け
る
こ
と
を
私
は
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
と
い
う
の
は
、

日
本
の
詩
語
の
特
殊

な
性
格
ー
ー
そ
の
美
し
さ
は
思
考
の
構
造
に
よ
り
も
、
む
し
ろ
と
と
ば
の
ひ
び
き
に
あ
る
ー
ー
の
た
め
に
、
ド
イ
ツ
語
に
翻
訳
し
、
が

た
い
も
の
が
、
少
な
か
ら
ず
あ
っ

た
か
ら
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
他
言
語
へ
の
翻
訳
を
困
難
に
す
る
日
本
語
の
文
学
の
若
干
の
特
質
を
、
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
た
と
え
ば
語
順
だ
が
、

そ
れ
は
ド
イ
ツ
語
の
そ
れ
と
は
い
ち
じ
る
し
く
違
う
。
動
詞
は
つ
ね
に
文
末
に
あ
る
。
接
続
詞
が
用
い
ら
れ
る
場
合
に
は
、

乙
れ
は

動
調
の
あ
と
に
置
か
れ
、

そ
の
あ
と
で
新
し
い
文
が
始
ま
る
。
も
う
ひ
と
つ
の
特
質
は
、
主
語
が
し
ば
し
ば
欠
け
て
い
る
乙
と
だ
。

さ
ら
に
、

日
本
語
に
は
関
係
代
名
詞
が
な
く
、
主
語
を
ふ
く
む
ひ
と
つ
の
文
を
|
|
い
わ
ば
修
飾
文
と
し
て
|
|
直
接
に
、
あ
る
名

詞
の
ま
え
に
お
く
こ
と
が
、
可
能
で
あ
る
。
日
本
で
「
短
歌
」
や
「
俳
句
」
の
よ
う
な
短
詩
が
成
立
し
え
た
理
由
は
、
あ
る
程
度
ま

で
は
、

乙
の
点
に
も
と
め
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

た
と
え
ば
、

ι
2
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門
戸
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2ロ
刊
の
島
市
σ
z
m告
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白
H
H
N
H
y
h
z

(
梅
の
木
、
そ
れ
は
私
の
恋
人
が
植
え
た
も
の
だ
が
て
と
は
い
わ
ず
に
、

日
本
語
で
は
、
「
わ
ぎ
も
こ
が
植
ゑ
し
梅
の
木
」
、
と
い
う

ぐ
あ
い
に
い
う
わ
け
な
の
だ
。

し
た
が
っ
て
日
本
語
は
、
ド
イ
ツ
語
ほ
ど
に
き
っ
ち
り
と
分
節
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
は
、
と
も

高
安
国
世
編

・
訳
の
日
本
調
筆
集

五



高
安
国
世
編
・
訳
の
日
本
詞
華
集

--'--
ノ、

す
る
と
ひ
ど
く
非
論
理
的
に
思
え
る
か
も
し
れ
ぬ
。
し
か
し
、

そ
の
こ
と
は
私
に
は
、
詩
に
と
っ
て
無
条
件
に
不
利
な
こ
と
と
は
思

わ
れ
な
い
。

詩
に
あ
っ
て
は
じ
っ
さ
い
、

論
理
だ
け
が
重
要
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
だ
か
ら
。

日
本
語
の
特
殊
性
の
結
果
と
し
て
、

一
首
の
短
歌
は
し
ば
し
ば
、
ひ
と
つ
の
文
だ
け
か
ら
成
っ
て
い
る
。

つ
ね
に
五
+
七
+
五
+

七
十
七
音
の
か
た
ち
に
構
成
さ
れ
る
、
三
十
一
音
と
い
う
音
数
だ
け
が
、

そ
れ
を
散
文
か
ら
区
別
す
る
。
と
ζ

ろ
で
、
そ
れ
を
ド
イ

ツ
語
に
移
す
場
合
、

乙
の
図
式
を
厳
格
に
保
持
し
よ
う
と
す
る
な
ら
、

そ
の
厳
格
き
は
か
え
っ
て
、
ま
っ
た
く
別
の
リ
ズ
ム
を
生
み

た
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
日
本
語
の
音
数
(
シ
ラ
ブ
ル
)
は
、

一
子
音
と
こ
れ
に
続
く
一
母
音
と
で
一
音
、
あ
る
い
は
た
ん
に

母
音
の
み
で
一
音
、
と
い
う
ふ
う
に
数
え
ら
れ
る
。

長
母
音
は
日
本
語
で
は
さ
ほ
ど
多
く
な
い
が
、

と
れ
は
二
音
と
し
て
数
え
ら

れ
る
(
た
と
え
ば
「
多
し
」
の
「
お
お
」
は
、
「
ぉ
・
お
」
の
ニ
音
と
し
て
)
。
そ
れ
に
反
し
て
ド
イ
ツ
語
で
は
、
頻
出
す
る
長
母
音

や
重
母
音
が
一

シ
ラ
鳴フ
ル
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
ま
た
し
ば
し
ば
、

一
シ
ラ
ブ
ル
が
複
数
の
子
音
を
ふ
く
ん
で
い
る
。
私
は
そ
れ
ゆ

ぇ
、
翻
訳
に
あ
た
っ
て
、
た
い
て

い
の
場
合
シ
ラ
ブ
ル
の
数
を
厳
格
に
固
守
し
て
は
い
な
い
。
形
に
あ
ま
り
に
ζ

だ
わ
っ
て
は
、
詩

的
な
内
実
を
そ
こ
な
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
し
か
も
日
本
の
詩
に
あ
っ
て
は
、
わ
ぎ
と
ら
し
さ
の
な
い
自
然
な
態
度
乙
そ
、
決

定
的
に
重
要
な
の
で
あ
る
。

乙
ん
に
ち
の
日
本
は
た
し
か
に
、
-
も
は
や
フ
ジ
ヤ
マ
と
サ
ク
ラ
、

サ
ム
ラ
イ
と
ゲ
イ
シ
ャ
の
夢
の
国
で
は
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
新
し

い
も
の
に
感
受
性
を
聞
い
た
若
い
勢
力
が
進
出
し
て
い
る
し
、

工
業
化
が
急
速
に
進
ん
で
い
る
。

い
た
る
と
と
ろ
に
ア
メ
リ
カ
の
影

響
が
感
じ
ら
れ
る
。

け
れ
ど
も
、
風
土
は
変
化
し
て
は
い
な
い
。

大
気
は
温
和
で
あ
り
、
青
い
海
水
が
無
数
の
島
々
を
洗
っ
て
い
て
、
土
嬢
は
実
り
ゆ

た
か
だ
。
四
季
の
規
則
的
な
交
替
は
|
|
現
代
の
日
本
人
に
と
っ
て
も
|
|
つ
ね
に
新
た
に
、
独
自
な
経
験
で
あ
る
。
春
夏
秋
冬
は



こ
の
国
の
詩
人
た
ち
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
の
時
代
に
讃
え
ら
れ
、
歌
わ
れ
て
き
た
。
家
屋
の
建
築
様
式
が
お
お
ひ
ね
聞
か
れ
た
か
た

ち
で
あ
る
乙
と
も
、
外
界
と
の
接
触
を
深
め
て
い
る
。
日
本
人
は

一
般
的
に
楽
観
的
で
、
陽
気
で
、
善
意
を
も
っ
て
い
る
。
自
然
の

大
災
害
に
は
し
ば
し
ば
み
ま
わ
れ
る
も
の
の
、

そ
れ
ら
を
も
ひ
と
は
い
さ
さ
か
平
静
に
受
け
と
め
て
、
や
が
て
ま
た
生
の
明
る
い
側

面
に
目
を
向
け
て
ゆ
く
。

山
の
多
い
日
本
で
は
、
住
民
は
平
地
に
ひ
し
め
き
あ
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
人
口
過
剰
は
、

で
き
る
だ
け
摩
擦
の
少
な
い
生
活

を
望
ひ
ひ
と
に
は
、
隣
人
へ
の
宥
和
的
で
順
応
力
の
あ
る
態
度
を
育
て
る
。

ζ

う
い
う
環
境
で
は
、
個
性
と
か
強
烈
な
人
格
と
か
は

発
展
し
に
く
く
、
ひ
と
は
そ
れ
ゆ
え
、
好
ん
で
自
身
の
狭
い
領
域
に
ひ
き
ζ

も
る
ζ

と
に
な
る
。
そ
し
て
大
衆
の
な
か
で
の
め
ま
ぐ

る
し
い
生
活
に
は
見
い
だ
さ
れ
ぬ
ポ
エ
ジ
ー
を
、
ひ
と
は
日
常
の
さ
さ
い
な
事
物
の
な
か
に
も
と
め
て
ゆ
く
。
日
本
人
ほ
ど
に
広
範

な
階
層
が
詩
的
感
覚
に
恵
ま
れ
て
い
る
民
族
は
、
ほ
か
に
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

二
千
年
閣
の
日
本
野
情
詩
か
ら
選
ば
れ
、
ド
イ
ツ
語
に
移
さ
れ
た
こ
の
一
巻
の
選
詩
集
は
、
学
問
的
研
究
へ
の
一
寄
与
と
し
て
、

と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
聞
か
れ
た
読
者
層
に
日
本
の
詩
を
近
づ
け
る
試
み
と
し
て
、
意
図
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
詩
作
品
の
個

々
に
注
解
は
付
さ
れ
て
い
な
い
。
関
心
の
あ
る
読
者
は
し
か
し
、
作
者
名
や
歌
集
名
な
ど
を
手
が
か
り
に
巻
末
の
付
注
ぞ
見
れ
ば
、

説
明
を
見
い
だ
す
乙
と
が
で
き
る
。
私
に
は
、
読
者
の
関
心
を
エ
キ
ゾ
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
に
向
け
さ
せ
る
気
は
な
い
。
そ
う
で
は
な

く
て
、

旦
本
の
詩
歌
の
も
つ

l
l独
自
性
は
多
々
あ
る
に
せ
よ
|
|
普
遍
的
・
詩
的
な
も
の
を
ζ

そ
、
読
者
に
見
て
も
ら
い
た
い
、

と
私
は
思
う
。

一
篇
の
詩
が
作
者
の
言
語
と
は
別
の
言
語
に
移
さ
れ
る
と
き
、
本
質
的
な
も
の
を
失
い
か
ね
な
い
乙
と
、
と
き
に
は

無
価
値
に
す
ら
な
り
か
ね
な
い
こ
と
は
、
詩
の
本
質
を
熟
考
し
た
こ
と
の
あ
る
ひ
と
に
は
、

い
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
に

も
か
か
わ
ら
ず
訳
詩
が
詰
み
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
、
個
人
を
超
越
し
た
人
間
感
情
の
存
在
が
、
信
じ
ら
れ
て
い
る
か
ら
に
ほ

高
安
国
世
編
・
訳
の
日
本
詞
華
集

七
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八

か
な
ら
な
い
。
ド
イ
ツ
に
来
て
か
ら
の
私
の
経
験
は
、
し
ば
し
ば
、

ζ

の
信
念
を
う
ら
が
き
し
て
く
れ
て
い
る
。
そ
う
い
う
視
座
か

ら
私
は
、

乙
れ
ら
の
詩
歌
を
選
ぶ
に
あ
た
っ
て
、
特
殊
に
日
本
的
な
も
の
を
ζ

と
さ
ら
強
調
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の

詩
歌
が
、
野
情
詩
の
友
で
あ
る
す
べ
て
の
ド
イ
ツ
人
に
、
ま
た
ド
イ
ツ
語
を
解
す
る
す
べ
て
の
ひ
と
に
、
愛
さ
れ
て
ほ
し
い
と
私
は

心
か
ら
願
っ
て
い
る
。

と
は
い
え
、

日
本
野
情
詩
の
特
殊
な
性
格
は
、
な
お
か
つ
見
お
と
し
ょ
う
が
な
い
。
愛
用
さ
れ
る
表
現
形
式
は
、
短
歌
や
俳
句
と

い
う
短
詩
で
あ
る
。
十
七
音
(
五
+
七
十
五
音
)
で
成
り
た
つ
俳
句
は
、
世
界
で
も
最
短
の
詩
形
だ
ろ
う
。
し
か
も
、
と
の
わ
ず
か

な
語
数
の
う
ら
に
、
無
限
に
多
く
の
も
の
が
包
含
さ
れ
る
。
た
ん
に
そ
ζ

に
文
字
で
表
出
さ
れ
た
も
の
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
作
者

の
全
実
体
が
、
作
者
の
生
き
る
世
界
が
、
ま
た
作
者
の
一
体
化
し
よ
う
と
す
る
自
然
が
、
象
徴
的
に
表
現
さ
れ
る
の
で
は
な
く
て
は

な
ら
ぬ
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
詩
人
な
ら
ば
合
理
的
に
構
築
し
て
ゆ
く
は
ず
の
も
の
を
、

日
本
人
は
、

一
瞬
の
直
感
の
火
花
で
て
ら
し
だ

そ
う
と
試
み
る
の
だ
。

観
照
な
り
体
験
な
り
に
よ
っ
て
喚
起
さ
れ
る
感
情
は
、
た
い
て
い
は
短
時
間
し
か
持
続
せ
ず
、
時
と
と
も
に
変
移
し
て
ゆ
く
。
も

し
感
情
の
ζ

れ
ら
の
諸
段
階
が
、
継
起
す
る
ま
ま
に
叙
述
さ
れ
て
ゆ
く
と
し
た
ら
、
長
い
作
品
、
完
結
し
な
い
作
品
が
生
ま
れ
る
だ

ろ
う
。

ζ

れ
に
反
し
て
日
本
の
伝
統
的
な
詩
は
、
直
接
の
印
象
に
照
応
し
て
短
い
か
た
ち
を
と
り
つ
つ
、
し
か
も
そ
の
瞬
間
の
意
味

の
総
体
を
示
そ
う
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
日
本
の
野
情
詩
人
は
、
外
界
に
よ
っ
て
刺
戟
さ
れ
た
感
情
の
核
心
を
、
直
感
的
に
探
り
出

す
ζ

と
に
心
を
傾
け
る
。

日
本
の
野
情
詩
|
|
乙
乙
に
は
そ
の
ほ
ん
の
一
部
分
だ
け
を
紹
介
す
る
わ
け
だ
が
1

1
の
始
ま
り
は
、
神
話
時
代
(
お
お
よ
そ
キ

リ
ス
ト
誕
生
の
頃
か
ら
六
世
紀
ま
で
)
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
。
古
代
史
書
『
古
事
記
』
と
『
日
本
書
紀
』
(
前
者
は
七
一
一
一
年
、
後
者



は
七
二

O
年
に
成
立
)
に
は
約
二
五

O
篇
の
詩
歌
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
ら
の
詩
歌
の
作
者
は
わ
か
ら
な
い
。
そ
れ
ら
の
う

ち
に
は
、
伝
説
上
の
英
雄
た
ち
の
作
と
さ
れ
て
い
る
も
の
も
か
な
り
あ
る
け
れ
ど
も
、
思
う
に
こ
の
点
で
は
、
あ
れ
ら
の
史
書
の
編

纂
者
た
ち
が
、

い
さ
き
か
自
由
を
行
使
し
た
わ
け
な
の
だ
ろ
う
。
そ
う
い
う
わ
け
で
は
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
詩
歌
の
場
合
、
本
書

で
も
そ
れ
ら
英
雄
の
名
を
、
作
者
の
名
と
し
て
挙
げ
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

歴
史
的
時
代
は
、
大
伴
家
持
(
七
一
七

l
七
八
五
)
編
の
歌
集
『
万
葉
集
』
の
頃
に
始
ま
る
。
こ
の
歌
集
は
、
大
部
分
が
家
持
の

収
集
し
た
歌
か
ら
成
っ
て
い
て
、

そ
ζ

で
は
短
詩
形
が
優
勢
で
あ
る
。

『
万
葉
集
』
の
歌
は
、
実
際
の
体
験
に
密
着
し
て
、
心
の
自
然
な
動
き
を
述
べ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
ば
は
わ
ざ
と
ら
し
さ
が
な
く
、

感
覚
的
で
あ
っ
て
、
思
弁
に
よ
り
は
観
照
に
根
差
し
て
い
る
。

ζ

れ
ら
の
歌
が
生
ま
れ
た
当
時
、

日
本
の
政
治
・
宗
教
・
教
育
は
中

国
の
唐
朝
の
文
化
の
影
響
を
大
き
く
受
け
て
い
て
、
教
養
人
た
ち
は
公
文
書
で
は
、
ま
た
文
学
作
品
で
も
し
ば
し
ば
、
中
国
語
を
用

い
て
い
だ
け
れ
ど
も
、
「
和
歌
」
す
な
わ
ち
日
本
の
詩
の
も
っ
と
も
す
ぐ
れ
た
花
々
は
、

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
ま
さ
に
こ
の
時
代

に
、
開
花
し
た
の
だ
っ
た
。
中
国
語
で
書
か
れ
た
文
学
の
ほ
う
は
、

八
/
九
世
紀
に
最
盛
期
を
迎
え
る
が
、

そ
の
後
は
ま
た
和
歌
が

し
だ
い
に
影
響
力
を
強
め
て
ゆ
き
、
天
皇
の
命
に
よ
っ
て
公
認
の
和
歌
集
『
古
今
集
』
(
約
一
一

O
O首
)
が
編
ま
れ
る
に
至
る
。
古

代
末
期
ま
で
に
は
さ
ら
に
六
つ
の
歌
集
が
、

そ
れ
ぞ
れ
約
千
首
の
歌
を
集
め
て
、
編
纂
さ
れ
た
。

私
の
選
ん
だ
乙
の
詞
華
集
で
は
、
『
万
葉
集
』
か
ら
の
歌
が
多
く
採
り
あ
げ
ら
れ
て
い
て
、
の
ち
の
諸
歌
集
か
ら
の
歌
は
さ
ほ
ど
多

く
な
い
が
、

そ
の
理
由
は
も
っ
ぱ
ら
、
私
の
個
人
的
な
趣
味
で
あ
る
。
ほ
か
の
ひ
と
な
ら
、
む
ろ
ん
別
の
選
び
か
た
を
す
る
こ
と
だ

ろ
う
。古

代
末
期
か
ら
中
世
に
か
け
て
、
直
接
的
な
生
活
感
情
が
詩
歌
に
表
現
さ
れ
る
こ
と
は
、
し
だ
い
に
少
な
く
な
っ
て
ゆ
く
。
む
し

高
安
国
世
編
・
訳
の
日
本
詞
華
集
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二
O

ろ
こ
の
時
代
の
ひ
と
び
と
は
、
美
的
な
見
地
を
あ
ら
か
じ
め
定
め
て
お
い
た
上
で
、
外
界
に
対
し
た
の
だ
っ
た
。
虚
構
と
理
知
が
陳

述
を
規
定
し
、

情
熱
よ
り
も
優
雅
が
、

静
説
が
、

内
面
性
が
重
ん
じ
ら
れ
た
。

貴
族
趣
味
の
時
代
で
あ
る
。

歌
集
『
新
古
今
集
』

(
一
二

O
五
年
)
で
は
、
往
古
か
ら
の
基
調
に
加
え
て
、
幻
想
性
と
官
能
性
の
ひ
び
き
が
聞
か
れ
る
。
ひ
と
は
、
現
実
の
直
接
の
印
象

を
素
材
と
す
る
よ
り
も
、
ひ
し
ろ
既
存
の
名
作
を
素
材
と
し
て
、
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
構
築
し
て
い
た
。

当
時
の
歌
人
た
ち
の
な
か
で

は
、
源
家
出
身
の
将
軍
、
実
朝
(
一
一
九
二

i
一
一
一
一
九
)
が
ぬ
き
ん
で
て
い
る
。
雄
大
で
あ
っ
て
痛
苦
ぞ
秘
め
た
か
れ
の
歌
調
は

『
万
葉
集
』
に
か
よ
う
と
こ
ろ
が
ゐ
る
。

『
新
古
今
集
』
以
後
の
二
百
年
間
に
、
さ
ら
に
十
三
の
勅
撰
和
歌
集
が
成
立
し
た
。
し
か
し
、
武
士
階
級
の
権
力
が
拡
大
す
る
に
と

も
な
い
、
貴
族
階
級
の
影
響
力
は
弱
ま
っ
た
の
で
、
和
歌
は
衰
退
し
た
。
そ
の
代
り
、
十
四
世
紀
か
ら
十
六
世
紀
に
か
け
て
、

連

歌
」
が
出
現
す
る
。

こ
の
形
式
の
歌
で
は
、
あ
る
歌
人
が
上
の
句
(
五
十
七
+
五
音
)
を
つ
く
り
、

こ
れ
に
別
の
歌
人
が
下
の
句

(
七
+
七
音
)
を
付
け
加
え
る
。

ζ

う
し
て
一
首
の
短
歌
が
で
き
る
が
、
さ
ら
に
こ
の
下
の
句
に
た
い
し
て
第
三
の
歌
人
が
、
あ
ら
た

め
て
新
た
な
上
の
句
を
付
け
る
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
連
鎖
し
て
ゆ
く
。

こ
の
連
歌
は
、
通
俗
的
で
こ
っ
け
い
な
内
容
な
も
の
と
、
よ

り
真
剣
で
和
歌
に
通
ず
る
と
と
ろ
の
あ
る
も
の
と
の
、
二
種
に
大
別
さ
れ
る
。

前
者
は
「
俳
譜
」
(
「
俳
譜
連
歌
」
の
略
)
と
呼
ば
れ

て
、
下
層
大
衆
に
大
い
に
好
ま
れ
た
。

松
尾
芭
蕉
(
一
六
四
四
|
一
六
九
四
)
に
よ
っ
て
、
民
衆
詩
で
あ
る
俳
譜
は
、
高
度
の
文
学
に
高
め
ら
れ
る
。
か
れ
の
理
想
は
、

自
我
と
自
然
と
の
合
一
で
あ
っ
て
、

乙
の
合
一
に
向
け
ら
れ
た
か
れ
の
詩
的
創
造
は
、
江
戸
時
代
(
十
七
1

十
九
世
紀
)
の
頂
点
を

な
し
て
い
る
。
こ
の
時
期
に
、
連
歌
の
初
旬
で
あ
る
発
句
(
五
+
七
十
五
音
〉
が
自
立
し
て
、
世
界
最
短
の
詩
形
、
俳
句
が
成
立
し

た
。
芭
蕉
は
、

ζ

れ
に
生
命
を
あ
た
え
、
か
つ
乙
れ
を
完
成
し
た
の
で
あ
る
。
か
れ
に
は
多
く
の
弟
子
が
あ
っ
て
、
か
れ
の
俳
論
は



か
れ
ら
に
よ
っ
て
弘
め
ら
れ
た
。

芭
蕉
の
死
後
百
年
の
あ
い
だ
に
詩
文
学
と
し
て
の
俳
句
は
衰
え
、
機
智
と
通
俗
性
が
ふ
た
た
び
幅
を
き
か
し
た
。

乙
の
詩
形
が
生

命
力
を
回
復
す
る
の
は
、

よ
う
や
く
江
戸
時
代
の
中
頃
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
、
芭
蕉
を
尊
敬
す
る
与
謝
蕪
村
(
一
七
一
六
|

一
七
八
四
)
の
力
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。
だ
が
、

か
れ
が
範
と
し
た
芭
蕉
が
自
然
の
な
か
に
真
へ
の
道
を
も
と
め
、
精
神
と
生
活
と

の
調
和
を
め
ざ
し
た
の
と
は
対
照
的
に
、
蕪
村
の
作
品
は
、
ひ
し
ろ
一
種
の
唯
美
主
義
に
よ
っ
て
、
官
能
性
と
幻
想
性
に
よ
っ
て
、

特
徴
づ
け
ら
れ
る
。

将
軍
た
ち
の
支
配
下
で
は
も
は
や
和
歌
文
学
は
、
か
つ
て
の
貴
族
的
時
代
ほ
ど
に
愛
好
さ
れ
る
と
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
、

古
典
ぞ
研
究
し
て
乙
の
言
語
遺
産
の
ゆ
た
か
さ
を
指
摘
す
る
大
学
者
は
、
幾
人
か
存
在
し
た
し
、

ζ

の
ひ
と
び
と
の
学
問
的
労
作
を

つ
う
じ
て
日
本
古
典
文
学
の
精
神
は
保
た
れ
、
の
ち
の
諸
世
代
に
伝
え
ら
れ
て
い
っ
た
。

日
本
の
詩
の
ル
ネ
サ
ン
ス
は
、
国
家
秩
序
の
新
編
成
と
手
を
た
ず
さ
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。

一
八
六
八
年
に
徳
川
家
の
幕
府
は
崩

壊
し
、
政
治
権
力
は
ま
た
天
皇
の
政
府
の
手
に
お
ち
た
。
鎖
国
政
策
は
終
り
、
自
由
主
義
的
・
資
本
主
義
的
な
社
会
形
態
が
発
達
し

て
、
い
た
る
と
こ
ろ
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
影
響
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
め
ざ
め
た
自
我
は
、

八
0
年
代
の
新
し
い
文
学
、

と
り

わ
け
二
葉
亭
四
迷
の
小
説
の
な
か
に
表
現
さ
れ
た
の
ち
に
、

九
0
年
代
の
ロ
マ

ン
主
義
運
動
に
至
っ
て
、

最
高
度
に
も
え
あ
が
っ

た
。
与
謝
野
晶
子
(
一
八
七
八
一
九
四
二
)
の
短
歌
も
ロ
マ
ン
主
義
的
な
感
情
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
は
、

そ
の
官

能
的
な
情
熱
の
讃
美
に
よ
っ
て
、

セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン
を
捲
き
お
こ
し
た
。

世
紀
の
変
り
め
の
頃
、
晶
子
と
は
き
わ
だ
っ
て
対
照
的
な
俳
人
で
、
す
で
に
俳
句
の
革
新
を
な
し
と
げ
て
い
た
正
岡
子
規
(
一
八

六
七
|
一
九

O
ニ
)
が
、
な
お
因
襲
に
と
ら
わ
れ
て
い
た
歌
人
た
ち
か
ら
も
、
注
目
を
浴
び
る
よ
う
に
な
っ
た
。
子
規
が
主
張
し
た

高
安
国
世
編
・
訳
の
日
本
詞
筆
集
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の
は
リ
ア
リ
ズ
ム
で
あ
っ
て
、

乙
れ
を
か
れ
は
、
た
ぶ
ん
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
絵
画
に
親
し
ん
だ
こ
と
か
ら
身
に
つ
け
た
の
だ
ろ
う
。
か
れ

は

『万
葉
集
』
を
、
か
れ
の
主
張
を
す
で
に
実
現
し
て
い
る
も
の
と
見
て
、

称
揚
し
た
。

か
れ
が
か
れ
以
後
の
歌
人
た
ち
、

長
塚

節
、
伊
藤
左
千
夫
、

島
木
赤
彦
、
斉
藤
茂
吉
、
中
村
憲
吉
、
土
屋
文
明
ら
に
及
ぼ
し
た
影
響
は
、
持
続
的
で
あ
る
。
ま
た
、
若
い
世

代
が
久
し
く
も
っ
と
も
愛
好
す
る
歌
人
の
ひ
と
り
に
、
石
川
啄
木
(
一
八
八
六
l
一
九
一
二
)
が
い
る
。
啄
木
は
短
歌
を
、
従
来
の

よ
う
に
一
行
に
書
き
く
だ
さ
ず
に
、
三
行
に
分
け
て
書
い
た
。
か
れ
の
主
題
は
青
年
の
苦
悩
と
貧
者
の
運
命
だ
っ
た
。

子
規
の
も
う
ひ
と
り
の
弟
子
、
高
浜
虚
子
(
一
八
七
四
|
一
九
五
九
)
は
、
雑
誌

『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
に
拠
り
、
何
よ
り
も
俳
句
文

学
に
献
身
し
た
。
乙
ん
に
ち
の
知
名
の
俳
人
た
ち
の
多
く
は
、
か
れ
の
弟
子
で
あ
る
。
虚
子
は
、
俳
句
の
音
数
(
五
+
七
+
五
音
〉

な
ら
び
に
「
季
題
」
の
規
則
に
、
厳
格
に
依
拠
し
て
い
た
。
「
季
題
」
と
い
う
の
は
、
四
季
に
か
か
わ
る
モ
テ
ィ

l
フ
の
こ
と
で
あ
っ

て
、
俳
句
に
は
そ
れ
が
必
ず
内
在
し
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
か
れ
の
弟
子
の
荻
原
井
泉
水
は
、
季
題
と
十
七
音
か
ら
離
れ
て
自

由
な
リ
ズ
ム
を
創
出
し
た
け
れ
ど
も
、

そ
の
俳
句
は
さ
ほ
ど
公
衆
の
支
持
を
得
ら
れ
な
か
っ

た
。
俳
句
も
短
歌
も
|
|
見
受
け
る
と

こ
ろ

l
l伝
統
的
な
規
則
の
枠
内
で
の
み
、
効
力
を
保
持
す
る
こ
と
が
で
き
る。

明
治
維
新
以
降
、

日
本
の
野
情
詩
に
は
、
新
し
い
形
式
へ
の
探
求
が
目
立
っ
て
い
る
。
や
が
て
一
九
一
二
年
か
ら
一
九
一
一
五
年
に

至
る
あ
い
だ
に
、
厳
し
い
詩
形
を
解
体
す
る
動
き
が
生
じ
、

乙
の
動
き
は
、
行
分
け
や
配
語
法
や
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
本
来
の
散
文
と

区
別
さ
れ
る
一
種
の
散
文
の
方
向

へ
、
向
か
う
こ
と
と
な
る
が
、

い
ま
一
般
に
「
詩
」
と
呼
ば
れ
る
の
は
、

乙
う
い
う
新
し
い
形
式

で
あ
る
。
明
治
期
(
一
八
六
八
年
l
一
九
一
一
一
年
)
の
詩
人
た
ち
の
う
ち
で
は
、
島
崎
藤
村
、
与
謝
野
晶
子
、
蒲
原
有
明
が
ま
ず
挙

げ
ら
れ
よ
う
。
か
れ
ら
の
考
案
し
た
新
し
い
詩
形
に
は
、
定
型
の
詩
節
が
あ
り
、

一
定
の
音
数
律
が
あ
る
。
乙
れ
に
た
い
し
て
、
晶

子
の
夫
で
あ
る
与
謝
野
鉄
幹
の
「
新
詩
社
」
か
ら
出
た
詩
人
た
ち
、
北
原
白
秋
、
高
村
光
太
郎
ら
は
、
ひ
し
ろ
自
由
な
リ
ズ
ム
を
好



ん
だ
。
武
者
小
路
実
篤
、
千
家
元
麿
ら
の
「
臼
樺
」
派
(
一
九
一

O
年
頃
)
の
詩
人
た
ち
は
、
楽
観
的
な
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
じ
っ

に
自
由
な
、
民
衆
的
な
乙
と
ば
で
表
出
し
た
し
、
他
方
、

一
ヒ
ル
な
気
分
を
も
っ
荻
原
期
太
郎
ゃ
、
古
典
的
・
持
情
的
な
ス
タ
イ
ル

で
書
く
三
好
達
治
な
ど
は
、
純
粋
詩
を
志
向
し
た
。
こ
れ
ら
と
対
照
的
に
、

一
九
一

O
年
頃
に
は
さ
ら
に
、
社
会
主
義
的
傾
向
の
、

い
わ
ゆ
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
詩
も
生
ま
れ
て
い
る
。

加
え
て
、

シ
A

ル
レ
ア
リ
ス
ト
、

ダ
ダ
イ
ス
ト
、

モ
タ
一
一
ス
ト
、

イ
マ
ジ
ニ
ス

ト
、
記
録
派
詩
人
、
世
紀
末
詩
人
、
新
浪
漫
派
的
・
国
家
主
義
的
詩
人
、
等
々
の
諸
流
派
が
ぞ
く
ぞ
く
と
出
現
し
た
上
に
、
宮
沢
賢

治
や
佐
藤
春
夫
の
よ
う
な
独
立
独
歩
の
ひ
と
も
現
わ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
多
様
性
は
、
現
在
で
も
、

日
本
の
詩
の
特
徴
を
な
し
て
い

る
。
と
は
い
え
最
近
で
は
、
詩
人
た
ち
は
よ
り
多
く
知
性
を
、
尖
鋭
な
批
判
的
精
神
を
、
ポ
エ
ジ
ー
の
な
か
に
も
盛
り
こ
も
う
と
努

め
て
お
り
、

そ
し
て
乙
の
ζ

と
が
、
短
歌
と
い
う
伝
統
詩
形
に
さ
え
も
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
要
素
は
、
写
生
的
で

あ
っ
て
細
や
か
な
感
覚
を
生
か
し
た
日
本
の
野
情
詩
に
、

こ
れ
ま
で
不
足
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
私
と
し
て
は
、

こ
う
い
う
努

力
を
つ
う
じ
て
日
本
の
精
神
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
精
神
と
が
互
い
に
近
づ
く
ζ

と
に
、
期
待
を
か
け
て
い
る
。

ヘ
ル
プ
只
ト
モ
1
ン
ト

翻
訳
に
あ
た
っ
て
は
、
数
年
前
に
私
の
短
歌
作
品
を
ド
イ
ツ
語
に
移
し
て
『
秋
の
月
』
と
い
う
歌
集
を
ま
と
め
た
と
き
と
同
じ

く
、
ド
ク
タ
ー
・
マ
ン
プ
レ
ー
ト
・
ハ
ウ
ス
マ
ン
と
、

フ
ロ
イ
ラ
イ
ン
・
ェ

l
リ
カ
・
パ

l
プ
ス
ド
ル
フ
と
が
、
友
情
を
も
っ
て
力

を
添
え
て
く
だ
さ
っ
た
。

ζ

こ
に
提
示
さ
れ
た
私
の
国
の
詩
歌
の
、
詩
的
な
力
と
輝
き
を
、
も
し
読
者
が
追
感
し
、
体
験
す
る
こ
と

が
で
き
る
と
し
た
ら
、

そ
れ
は
、
私
の
選
択
を
吟
味
し
訳
詩
に
詩
人
と
し
て
手
を
加
え
て
く
だ
さ
っ
た
マ
ン
フ
レ

l
卜
・
ハ
ウ
ス
7

ン
の
、
お
か
げ
で
あ
る
。
私
は
、
か
く
も
遠
く
離
れ
た
二
つ
の
民
族
の
相
互
理
解
が
不
可
能
で
は
な
い
と
い
う
希
望
を
、
私
の
友
人

た
ち
が
私
の
う
ち
に
呼
び
さ
ま
し
て
く
れ
た
乙
と
を
喜
び
、
心
か
ら
友
人
た
ち
に
感
謝
し
て
い
る
。

高

安

国

世

高
安
国
世
編
・
訳
の
日
本
詞
華
集
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前
出
『
詩
の
近
代
』、

注
5
を
見
よ
。

Y
向
・
出
宮
E
g
g
p
〉
-
F
0
・∞・

串中間
・

関・同，
P
W
3
2
5
ロ
日
吋
gzoHHH
己

q
dσ
の
ロ
の
円
NEM品川[;・]"〉
-
F
0
・∞
-
u
↑・

す
で
に
言
及
し
た
高
安
国
世
の
諸
文
章
の
ほ
か
に
、
「
短
歌
本
質
論
へ
の
一
つ
の
示
唆
」
(
前
出
『
詩
と
真
実
』
所
収
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

乙
乙
に
引
用
し
た
語
句
は
、
そ
の
三
八
ペ
ー
ジ
か
ら
で
あ
る
。

F可
2
r
ι
2
0
23
♂

町
民
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〈
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p
v
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=
c
o
g
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n
H
E
F
2
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7
r
=
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百
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角
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円
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・

N
Ee-nF
-叩
muw

∞-
D
O
-

-hハ

-m
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u--

F
可ユ-士一
2
0
乞

2
dr
印・

ω∞
戸

古
田
武
彦
『
古
代
は
輝
い
て
い
た
E
』、

朝
日
新
聞
社
、
東
京
一
九
八
五
、
一
一
一
ペ
ー
ジ
以
下
、
な
ら
び
に
古
田
武
彦

『古
代
の
霧
の
中

か
ら
』
、
徳
間
蓄
広
、
東
京
一
九
八
五
、
ニ
七
四
ペ
ー
ジ
以
下
を
参
照
せ
よ
。
古
田
は
、
人
麿
の
こ
れ
ら
の
歌
の
背
後
に
は
、
間
援
に
は
大

友
皇
子
の
悲
劇
を
意
図
的
に
袈
に
連
想
さ
せ
つ
つ
、
直
接
に
は
、
表
に
は
し
か
し
、
神
功
皇
后
・
武
内
宿
禰
ら
に
敗
れ
て
琵
琶
湖
に
沈
み
、

の
ち
に
そ
の
死
骸
が
宇
治
川
に
う
か
ん
だ
忍
熊
王
(
仲
哀
の
子
)
の
悲
劇
が
あ
る
乙
と
を
、
初
め
て
指
摘
し
、
か
つ
論
証
し
た
。

同
州
門
凶
一

m
ω・
5
・

m仏
国
凶
印
・

3.

m込用
戸

ぷ

∞

?

こ
こ
に
「
記
紀
歌
謡
か
ら
」
と
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る
四
四
篇
は
、
厳
密
に
は
「
記
紀
」
以
外
か
ら
の
も
の
も
ふ
く
ん
で
い
る
。
『
古
事
記
』

で
は
衣
通
女
王
の
敬
と
さ
れ
、

『
万
葉
集
』
で
は
磐
之
姫
皇
后
の
歌
と
さ
れ
て
重
出
す
る
一
首
を
ふ
く
め
て
の
繁
之
姫
皇
后
の
歌
四
首
と
、

聖
徳
太
子
の
歌
と
さ
れ
る
一
首
と
が
『
万
葉
集
』
か
ら
、
ま
た
大
伴
家
祖
先
の
歌
と
さ
れ
る
一
首
が
『
続
日
本
紀
』
か
ら
、
乙
乙
に
加
え
ら

れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。 一

五
四
ペ
ー
ジ。

側側(19)帥似)紛紛

高
安
国
世
編
・
訳
の
日
本
調
筆
集

二
五



高
安
国
世
編
・
訳
の
日
本
調
筆
集

二占ハ

編
-
訳
者
が
ど
の
よ
う
な
作
品
を
選
ん
で
訳
し
た
か
、
具
体
的
に
見
て
も
ら
う
た
め
に
、
「
記
紀
歌
謡
か
ら
」
の
全
篇
の
原
歌
謡
の
初
句

と
、
岩
波
版

『
臼
本
古
典
文
学
体
系
』
で
そ
れ
ら
の
歌
謡
が
載
っ
て
い
る
ぺ

l
ジ
と
を
、
一
覧
表
に
し
て
お
く
。

沼
河
媛
八
千
矛
の
/
神
の
命
/
ぬ
え
草
の

晴
樹
々
杵
尊
沖
つ
藻
は

豊
玉
姫
赤
玉
は

火
遠
理
命
沖
つ
烏

伊
須
気
余
理
媛
狭
井
河
よ

畝
火
山

倭
建
命
尾
張
に
/
た
だ
に
向
か
へ
る

大
和
は
/
国
の
ま
ほ
ろ
ば

命
の
/
ま
た
け
む
人
は

は
し
け
や
し

を
と
め
の
/
床
の
辺
に

(
倭
建
命
の
た
め
の
悼
歌
)
な
づ
き
の

じ

の

浅
小
竹
原

海
が
行
け
ば

浜
つ
千
鳥

応
神
天
皇
千
葉
の
/
葛
野
を
見
れ
ば

し

り

を

と

め

仁
徳
天
皇
道
の
後
/
こ
は
だ
嬢
子
を

道
の
後
/
乙
は
だ
嬢
子
は

や
ま
か
化

山
県
に

大
和
へ
に
/
西
風
吹
き
上
げ
て

同問同同同同同同同同同悶同同同同同同岡古
代
歌
謡
集

黒
媛

七七六六六五五五五五五五五五五五四四二三
二一六 六 二 九 九 九八八七七六六 -0四三六六



つ
ま

大
和
へ
に
/
行
く
は
誰
が
夫

う
ま
ひ
と

仁
徳
天
皇
賞
人
の

磐
之
姫
皇
后
衣
乙
そ

仁
徳
天
皇
押
し
照
る
/
難
波
の
埼
の

ひ
と
も
と
す
げ

八
回
の
/
一
本
菅
は
/
子
持
た
ず

ひ

と

を

八
回
若
郎
女
八
田
の
/
一
本
菅
は
/
独
り
居
り
と
も

磐
之
姫
皇
后
君
が
行
き

か
く
ば
か
り

秋
の
回
の

あ
り
つ
つ
も

怠

w'a

軽
太
子
天
飛
ぶ
/
烏
も
使
ぞ

ひ
け
た

雄
略
天
皇
引
田
の

〈

き

か

え

引
田
赤
猪
子
日
下
江
の

聖
徳
太
子
し
な
て
る
/
片
岡
山
に

家
に
あ
ら
ば

野
中
川
原
史
満
山
川
に

本
毎
に

い
ま
き

斉
明
皇
后
今
城
な
る

射
ゆ
獣
を

飛
鳥
川

山
越
え
て

み

信

と

水
門
の

中
大
兄
皇
子
君
が
自
の

高
安
国
世
編
・
訳
の
日
本
詞
華
集

同同同同同同万
葉
集
I

同同同古
代
歌
謡
集

同同同万
葉
集
I

古
代
歌
謡
集

同同同同同同 同

七
二

一
五
四

一
五
四

一
五
四

七
七

七
七

ムハ一ニ
ムハ一ニ

ムハ一ニ
ムハ三

ー、ー、
九
四

九
五

一
九
五

一
九
九

二
O

一

二

O
一

二
O
三

二
O
三

二
O
三

二
O
四

二
O
四

二
O
六

七



大
伴
家
祖
先

高
安
国
世
編
・
訳
の
日
本
調
撃
集

;¥ 

6出)

二
八

海
ゆ
か
ば

同

「
万
葉
集
か
ら
」
八

O
篇
は
詞
華
集
の
中
心
部
分
な
の
で
、
乙
れ
も
読
者
の
便
宜
の
た
め
に
、
原
歌
の
リ
ス
ト
を
添
え
て
お
く
。
短
歌
は
全
文

を
、
長
歌
と
旋
頭
歌
は
冒
頭
の
み
を
記
し
、
岩
波
版
『
日
本
古
典
文
学
体
系
』
で
の
歌
番
号
を
括
弧
内
に
付
記
す
る
。

好
明
天
皇

天
智
天
皇

額
国
王

大志楓持石大吹天藤鋭
来貴積統川|津夫武原王
皇室皇天郎皇刀天鎌女
女子子皇女子自皇足

柿
本
人
麿

F
』
惨
砂
川
一
首

タ
さ
れ
ば
小
怠
の
山
に
鳴
く
腐
は
今
夜
は
鳴
か
ず
い
寝
に
け
ら
し
も
(
一
五
一
一
)

わ
た
つ
み
の
豊
旗
雲
に
入
日
さ
し
今
夜
の
月
夜
あ
き
ら
け
く
と
そ
(
一
五
)

熱
田
津
に
船
乗
り
せ
む
と
月
待
て
ば
潮
も
か
な
ひ
ぬ
今
は
漕
ぎ
出
で
な
(
八
)

君
待
っ
と
わ
が
恋
ひ
を
れ
ば
わ
が
屋
一
戸
の
す
だ
れ
動
か
し
秋
の
風
吹
く
(
四
八
八
)

風
を
だ
に
恋
ふ
る
は
羨
し
風
を
だ
に
来
む
と
し
待
た
ば
何
か
嘆
か
む
(
四
八
九
)

わ
れ
は
も
や
安
見
児
得
た
り
皆
人
の
得
が
て
に
す
と
ふ
安
見
児
得
た
り
(
九
五
)

Ln
み

か

み
吉
野
の
耳
我
の
績
に
:
:
:
(
二
五
)

か

は

の

へ

い

は

h
u
z
b

つ

ね

と

ζ

め

河
上
の
ゆ
っ
岩
群
に
草
む
さ
ず
常
に
も
が
も
な
常
処
女
に
て
つ
一
二
)

あ
し
ひ
き
の
山
の
し
づ
く
に
妹
待
つ
と
わ
れ
立
ち
濡
れ
ぬ
山
の
し
づ
く
に
(
一

O
七
)

吾
を
待
つ
と
君
が
濡
れ
け
む
あ
し
ひ
き
の
山
の
し
づ
く
に
な
ら
ま
し
も
の
を
(
一

O
八
)

'uzリ
併
h
a吋

春
過
ぎ
て
夏
来
る
ら
し
臼
拷
の
衣
乾
し
た
り
天
の
香
具
山
(
二
八
)

も
み
じ

ζ

乙
ろ

今
朝
の
朝
け
雁
が
ね
聞
き
つ
春
日
山
黄
葉
に
け
ら
し
わ
が
情
痛
し
(
一
五
二
ニ
)

石
ば
し
る
垂
水
の
上
の
さ
蕨
の
蔚
え
出
づ
る
春
に
な
り
に
け
る
か
も
(
一
四
一
八
)

神
風
の
伊
勢
の
国
に
も
あ
ら
ま
し
を
な
に
し
か
来
け
む
君
も
あ
ら
な
く
に
(
二
ハ
一
ニ
)

見
ま
く
欲
り
わ
が
す
る
君
も
あ
ら
な
く
に
な
に
し
か
来
け
む
馬
疲
る
る
に
(
一
ム
ハ
四
)

矢
釣
山
木
立
も
見
え
ず
降
り
ま
が
ふ
雪
に
う
ぐ
っ
く
靴
常
し
も
(
二
六
二
)

。
そ
う
ぢ
が
は

も
の
の
ふ
の
八
十
氏
河
の
網
代
木
に
い
さ
よ
ふ
波
の
行
方
知
ら
ず
も
(
二
六
四
)

信

乙

ζ
ろ

い

に

し

、

淡
海
の
海
夕
波
千
鳥
汝
が
鳴
け
ば
情
も
し
の
に
古
思
ほ
ゆ
っ
一
六
六
)



人
麿
歌
集

東
歌

防
人
の
歌

う
っ
せ
み
と
思
ひ
し
時
ki---

つ
ご

O
)

と

ぞ
去
年
見
て
し
秋
の
月
夜
は
照
ら
せ
れ
ど
相
見
し
妹
は
い
や
年
さ
か
る
(
二
一
一
)

ひ
き
て

ふ
す
ま
路
を
引
手
の
山
に
妹
を
置
き
て
山
路
を
行
け
ば
生
け
り
と
も
な
し
(
一
二
二
〉

ひ
は
ら

う

れ

あ

わ

ゆ

き

巻
向
の
檎
原
も
い
ま
だ
雲
居
ね
ば
小
松
が
宋
ゆ
沫
雪
流
る
(
二

天
の
海
に
雲
の
波
立
ち
月
の
船
星
の
林
に
捕
漕
惜
ぎ
隠
る
見
ゆ

(2一
(Oυ
六
八
)

た
ら
ち
ね
の
母
が
手
放
れ
か
く
ば
か
り
す
べ
な
き
こ
と
は
い
ま
だ
せ
な
く
に
(
二
三
六
八
〉

何
時
は
し
も
恋
ひ
ぬ
時
と
は
あ
ら
ね
ど
も
タ
か
た
ま
け
て
恋
は
す
べ
な
し
(
二
三
七
三
〉

み
や
ぢ

う
ち
日
さ
す
宮
道
を
人
は
満
ち
行
け
ど
わ
が
思
ふ
君
は
た
だ
一
人
の
み
(
二
三
八
二
)

朝
影
に
わ
が
身
は
な
り
ぬ
玉
か
ぎ
る
ほ
の
か
に
見
え
て
去
に
し
子
ゆ
ゑ
に
(
二
三
九
四
)

う
つ
く
し
と
わ
が
思
ふ
妹
は
:
:
:
(
三
三
五
五
)

あ

ゆ

ο

朝
戸
出
の
君
が
足
結
を
:
:
・
(
二
三
五
七
)

あ
し
に

妹
に
恋
ひ
稜
ね
ぬ
朝
に
吹
く
風
は
妹
に
し
触
れ
ば
わ
れ
さ
へ
に
触
れ
(
二
八
五
八
)

筑
波
嶺
に
雪
か
も
降
ら
る
否
を
か
も
愛
し
き
児
ろ
が
布
乾
さ
る
か
も
(
三
三
五
一
)

と

く

れ

ゆ
っ

天
の
原
富
士
の
柴
山
木
の
暗
の
時
移
り
な
ば
逢
は
ず
か
も
あ
ら
む
〈
三
三
五
五
)

U
 

霞
ゐ
る
富
士
の
山
傍
に
わ
が
来
な
ば
い
づ
ち
向
き
て
か
妹
が
嘆
か
む
(
三
三
五
七
)

ぬ

作

ゆ

る
さ
は

さ
寝
ら
く
は
玉
の
緒
ば
か
り
恋
ふ
ら
く
は
富
士
の
高
嶺
の
鳴
沢
の
ど
と
(
三
三
五
八
)

あ

た

と

五
口
が
恋
は
ま
さ
か
も
悲
し
草
枕
多
胡
の
入
野
の
お
く
も
悲
し
も
(
三
四

O
三
)

あ

乙

よ

ひ

わ

〈

C

稲
つ
け
ば
か
が
る
吾
が
手
を
今
夜
も
か
殿
の
若
子
が
取
り
て
嘆
か
む
(
三
四
五
九
)

ま

ぬ

へ

か

信

高
麗
錦
紐
解
き
さ
け
て
寝
る
が
上
に
あ
ど
せ
ろ
と
か
も
あ
ゃ
に
愛
し
き
(
三
四
六
五
)

ぎ
ぬ

あ
り
衣
の
さ
ゑ
さ
ゑ
し
づ
み
家
の
妹
に
物
言
は
ず
来
に
て
思
ひ
苦
し
も
(
三
四
八
一
)

け

水
鳥
の
発
ち
の
急
ぎ
に
父
母
に
物
言
は
ず
来
に
て
今
ぞ
悔
し
き
(
四
三
三
七
)

に

と

も

も

ひ

防
人
に
行
く
は
誰
が
背
と
問
ふ
人
を
見
る
が
羨
し
さ
物
思
も
せ
ず
(
四
四
二
五
)

で

乙

時
々
の
花
は
咲
け
ど
も
何
す
れ
そ
母
と
ふ
花
の
咲
き
出
来
ず
け
む
(
四
=
一
二
三
)

高
安
国
世
編
・
訳
の
日
本
調
華
集

二
九



高
安
国
世
編
・
訳
の
日
本
調
筆
集

忘
ら
む
と
野
行
き
山
行
き
わ
れ
来
れ
ど
わ
が
父
母
は
忘
れ
せ
ぬ
か
も
(
四
三
四
四
)

ま
ゆ
ぴ
忌

思
は
ぬ
に
到
ら
ば
妹
が
嬉
し
み
と
笑
ま
む
眉
引
思
ほ
ゆ
る
か
も
(
二
五
四
六
)

芦
垣
の
中
の
に
乙
草
に
こ
や
か
に
わ
れ
と
笑
ま
し
て
人
に
知
ら
ゆ
な
(
二
七
六
二
)

恩
へ
ど
も
恩
ひ
も
か
ね
つ
あ
し
ひ
き
の
山
鳥
の
尾
の
長
き
乙
の
夜
を
(
二
八
O
二
)

.
"
。
ゆ
宮

父
母
に
知
ら
せ
ぬ
子
ゆ
ゑ
三
宅
路
の
夏
野
の
草
を
な
づ
み
来
る
か
も
つ
-
一
二
九
六
)

ー

あ

か

と

a

ζ

ぬ
れ

作
者
不
詳
暁
と
夜
鳥
鳴
け
ど
乙
の
丘
の
木
末
の
上
は
い
ま
だ
静
け
し
〈
一
二
六
三
)

静
け
く
も
岸
に
は
波
は
寄
り
け
る
か
こ
れ
の
屋
通
し
聞
き
つ
つ
居
れ
ば
(
一
二
三
七
)

山
上
憶
良
風
ま
じ
へ
雨
降
る
夜
の
:
:
・
(
八
九
二
)

世
の
中
を
憂
し
と
や
さ
し
と
思
へ
ど
も
飛
び
立
ち
か
ね
つ
鳥
に
し
あ
ら
ね
ば
(
八
九
三
〉

げ
ド
も
な
く
苦
し
く
あ
れ
ば
出
で
走
り
卦
な
な
と
思
へ
ど
児
ら
に
眠
り
ぬ
(
八
九
九
)

〈
化

富
人
の
家
の
児
ど
も
の
着
る
身
な
み
腐
し
捨
つ
ら
む
絹
綿
ら
は
も
(
九
O
O
)

瓜
食
め
ば
子
ど
も
思
ほ
ゆ
・
:
・
:
(
八

O
二
)

し
ろ
か
ね
〈
か
ね

銀
も
金
も
玉
も
何
せ
む
に
ま
さ
れ
る
宝
子
に
し
か
め
や
も
(
八

O
三
)

ま

ひ

し

た

へ

若
け
れ
ば
道
行
き
知
ら
じ
幣
は
せ
む
賞
泉
の
使
負
ひ
て
通
ら
せ
(
九

O
五
)

よ
ろ
づ
ょ

を
の
乙
や
も
空
し
か
る
べ
き
万
代
に
語
り
つ
ぐ
べ
き
名
は
立
て
ず
し
て
(
九
七
八
)

如
何
に
あ
ら
む
日
の
時
K
か
も
声
知
ら
む
人
の
膝
の
ム
わ
が
枕
か
む
(
八
一

O
)

わ
が
園
に
梅
の
花
散
る
ひ
さ
か
た
の
天
よ
り
雪
の
流
れ
来
る
か
も
(
八
一
一
一
一
)

人
も
な
き
空
し
き
家
は
草
枕
旅
に
ま
さ
り
て
苦
し
か
り
け
り
(
四
五
一
〉

妹
と
し
て
二
人
作
り
し
わ
が
中
和
は
恥
時
く
繁
く
な
り
に
け
る
か
も
(
四
五
二
)

わ

u
b
ζ

吾
妹
子
が
植
ゑ
し
梅
の
木
見
る
ご
と
に
こ
乙
ろ
む
せ
つ
つ
涙
し
流
る
(
四
五
三
)

し

る

し

ひ

&

っ

き

験
な
き
物
を
思
は
ず
は
)
杯
の
濁
れ
る
酒
を
飲
む
べ
く
あ
る
ら
し
(
三
三
八
)

な
か
な
か
に
人
と
あ
ら
ず
は
酒
査
に
成
り
に
て
し
か
も
酒
に
染
み
な
む
(
三
四
三
〉

さ
か

あ
な
み
に
く
賢
し
ら
を
す
と
酒
飲
ま
ぬ
人
を
よ
く
見
れ
ば
猿
に
か
も
似
る
〈
三
四
四
〉

民
謡

大
伴
旅
人

。



乙
の
世
に
し
楽
し
く
あ
ら
ば
来
む
生
に
は
虫
に
鳥
に
も
わ
れ
は
な
り
な
む
(
三
四
八
)

こ
も
り
く
の
初
瀬
を
と
め
が
手
に
ま
け
る
玉
は
乱
れ
て
あ
り
と
い
は
ず
や
も
(
四
二
四
)

天
地
の
分
れ
し
時
ゆ
:
:
:
(
一
一
二
七
)

因
子
の
浦
ゅ
う
ち
出
で
て
見
れ
ば
真
白
に
ぞ
不
恥
の
高
嶺
に
雪
は
降
り
け
る
(
=
二
八
)

あ

り

そ

し

ぽ

ひ

沖
つ
島
荒
磯
の
玉
藻
潮
干
満
ち
て
隠
ろ
ひ
ゆ
か
ば
思
ほ
え
む
か
も
(
九
一
八
)

若
の
浦
に
潮
満
ち
く
れ
ば
潟
を
な
み
葦
ベ
を
き
し
て
臨
鳴
き
渡
る
(
九
一
九
)

思
は
ぬ
に
妹
が
匁
ひ
を
夢
に
見
て
心
の
う
ち
に
燃
え
つ
つ
ぞ
を
る
(
七
一
八
)

ま
よ
ぴ
き

ふ
り
さ
け
て
三
日
月
見
れ
ば
一
目
見
し
人
の
眉
引
思
ほ
ゆ
る
か
も
(
九
九
四
)

乙
の
見
ゆ
る
雲
ほ
び
乙
り
て
と
の
曇
り
雨
も
降
ら
ぬ
か
心
足
ら
ひ
に
(
四
一
二
三
)

春
の
野
に
霞
た
な
び
き
う
ら
悲
し
こ
の
夕
か
げ
に
鴛
鳴
く
も
(
四
二
九
O
)

む
ら

わ
が
屋
戸
の
い
さ
さ
群
竹
吹
く
風
の
音
の
か
そ
け
き
乙
の
タ
ベ
か
も
(
四
二
九
一
)

は

る

ひ

乙

乙

ろ

う
ら
う
ら
に
照
れ
る
春
日
に
雲
雀
あ
が
り
情
悲
し
も
ひ
と
り
し
思
へ
ば
(
四
二
九
二
)

大
宅
女
タ
閣
は
路
た
づ
た
づ
し
月
待
ち
て
行
か
せ
わ
が
背
子
そ
の
聞
に
も
見
む
(
七

O
九
)

し

る

し

あ

岡
麿
御
民
わ
れ
生
け
る
験
あ
り
天
地
の
栄
ゆ
る
時
に
遇
へ
ら
く
思
へ
ば
(
九
九
六
)

狭
野
弟
上
娘
子
君
が
行
く
道
の
な
が
て
を
繰
り
た
た
ね
焼
き
滅
ぼ
さ
む
天
の
火
も
が
も
(
三
七
二
四
)

帰
り
け
る
人
掠
れ
り
と
言
ひ
し
か
ば
ほ
と
ほ
と
死
に
き
君
か
と
思
ひ
て
(
一
二
七
七
二
)

山
前
王

山
部
赤
人

大
伴
家
持

制

芭
蕉
の
句
も
ま
た
、
乙
の
詞
華
集
の
中
心
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
編
者
の
作
品
選
択
の
姿
勢
を
推
知
す
る
よ
す
が
と
も
な
る
の
で
、
乙
れ
も
読

者
の
便
宜
の
た
め
、
全
三
四
篇
の
原
句
を
か
か
げ
て
お
く
。

春
な
れ
や
名
も
な
き
山
の
薄
霞

不
性
さ
や
か
き
起
さ
れ
し
春
の
雨

雲
雀
よ
り
空
に
や
す
ら
ふ
峠
哉

高
安
国
世
編
・
訳
の
日
本
詞
華
集
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明
ぽ
の
や
し
ら
魚
し
ろ
き
乙
と
一
寸

行
は
る
や
鳥
時
う
を
の
目
は
沼

国
省
き
日
を
海
に
い
れ
た
り
最
上
川

城
あ
と
や
古
井
の
清
水
先
問
む

閑
さ
や
岩
に
し
み
入
甥
の
声

麦
の
穏
を
便
に
つ
か
む
別
か
な

清
滝
や
波
に
散
込
む
青
松
葉

牛
部
屋
に
蚊
の
声
く
ら
き
残
暑
哉

ひ
や
ひ
や
と
墜
を
ふ
ま
へ
て
昼
寝
哉

野
ざ
ら
し
を
心
に
風
の
し
む
身
哉

此
道
や
行
人
な
し
に
秋
の
暮

荒
海
や
佐
渡
に
よ
こ
た
ふ
天
河

吹
と
ば
す
石
は
あ
さ
ま
の
野
分
哉

石
山
の
い
し
よ
り
白
し
秋
の
か
ぜ

明
月
や
座
に
・
つ
つ
く
し
き
か
ほ
も
な
し

月
は
や
し
梢
は
雨
を
も
ち
な
が
ら

月
い
づ
こ
鐙
は
し
づ
み
て
海
の
底

月
し
ろ
や
膝
に
手
を
置
宵
の
宿

病
む
雁
の
夜
さ
む
に
落
て
旅
ね
哉

起
あ
が
る
菊
ほ
の
か
也
水
の
あ
と

菊
の
香
や
奈
良
に
は
古
き
仏
逮

此
秋
は
何
で
年
よ
る
雲
に
烏

秋
深
き
隣
は
何
を
す
る
人
ぞ



む
か
ふ
か
ら
暮
て
見
せ
け
り
丘
の
秋

塩
鯛
の
歯
ぐ
き
も
寒
し
魚
の
広

馬
を
さ
へ
な
が
む
る
雪
の
朝
哉

冬
の
日
や
馬
上
に
氷
る
影
法
師

櫓
の
声
波
を
打
て
腸
氷
る
夜
や
涙

海
く
れ
て
鳴
の
こ
ゑ
ほ
の
か
に
白
し

旅
に
病
て
夢
は
枯
野
を
か
け
廻
る

埋
火
も
き
ゅ
ゃ
な
み
だ
の
に
ゆ
る
音

付

記『
千
烏
の
呼
び
声
」
の
「
序
文
」
の
訳
文
中
、
歌
集
の
成
立
年
代
や
人
物
の
生
没
年
の
数
字
が
、
ド
イ
ツ
語
原
文
と
相
違
す
る
個
所
が
少
々
あ

る
け
れ
ど
も
、
乙
の
相
違
は
、
「
序
文
」
の
書
か
れ
た
時
点
と
現
時
点
と
で
、
そ
れ
ら
の
年
代
の
推
定
に
く
い
ち
が
い
が
生
じ
て
き
て
い
る
せ
い

で
あ
る
。
乙
の
点
に
つ
い
て
は
、
光
田
和
伸
の
教
示
を
得
た
。

高
安
国
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・
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