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芭
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と

ワ

ー

ヅ

ワ

ス

（
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川

）

芭
蕉
と
ワ
ー
ヅ
ワ
ス
を
比
較
す
る
こ
と
は
、

中
国
の
詩
界
を
代
表
す
る
最
高
の
詩
人
、
芭
蕉
は
あ
る
意
味
で
は
、

す
。
こ
の
両
巨
匠
の
詩
を
比
較
検
討
す
る
こ
と
は
大
き
な
意
義
を
持
つ
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
た
だ
、
芭
蕉
も
杜
甫
も
中
国
を
中

心
と
す
る
同
じ
文
化
圏
の
人
で
あ
り
ま
す
。
中
国
文
化
と
日
本
文
化
は
、
い
ろ
ん
な
点
で
大
き
な
違
い
は
あ
り
ま
す
が
、
少
く
と
も

待
川
末
期
ま
で
、
日
本
の
文
物
は
中
国
文
化
の
強
大
な
影
響
下
に
あ
り
ま
し
た
。
芭
蕉
の
受
け
継
い
だ
日
本
文
芸
の
伝
統
は
、
あ
る

程
度
、
中
国
の
そ
れ
に
似
た
基
盤
の
上
に
立
っ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
た
と
え
芭
蕉
が
直
接
に
杜
甫
の
影
薯
を
受
け
て
い
な
く
と

も
、
両
者
の
比
較
は
割
合
に
容
易
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
実
際
に
は
、
芭
蕉
は
杜
甫
の
詩
を
実
に
よ
く
読
み
、
そ
の
手
法
を
自
分

の
句
に
活
用
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
杜
甫
の
詩
は
芭
蕉
独
自
の
詩
境
の
開
拓
に
甚
大
の
寄
与
を
し
て
い
ま
す
。

芭
蕉
と
杜
甫
と
の
関
係
に
つ
い
て
詳
細
な
研
究
の
生
れ
て
い
る
所
以
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

伊
賀
上
野
か
、

た
と
え
ば
、
芭
蕉
と
杜
甫
を
比
較
す
る
よ
う
な
わ
け
に
は
ま
い
り
ま
せ
ん
。
杜
甫
は

や
は
り
日
本
の
詩
歌
の
最
高
の
境
地
を
き
わ
め
た
人
で
あ
り
ま

と
こ
ろ
が
、
芭
蕉
と
ワ
ー
ヅ
ワ
ス
の
比
較
と
な
り
ま
す
と
事
情
は
一
変
い
た
し
ま
す
。
芭
蕉
は
寛
永
廿
一
年
、
将
軍
家
光
の
頃
、

ヂ
ョ
ン
・
ミ
ル
ト
ン
が
言
論
出
版
の
自
由
を
説

そ
こ
に
近
い
柘
植
に
生
れ
ま
し
た
。
西
暦
で
い
え
ば
一
六
四
四
年
、

芭

蕉

と

ヮ

(
1
)
 

ヅ

ワ

ス

前

Jr I 

俊

こ
れ
が
近
年
、
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こ
の
革
命
は
、

う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。

パ
ラ
ダ
イ
ス
・
ロ
ス
ト

い
た
「
ア
レ
オ
パ
ヂ
テ
ィ
カ
」
を
出
版
し
た
年
に
あ
た
り
ま
す
。
彼
の
「
楽
園
喪
失
」
は
そ
れ
か
ら
廿
三
年
後
、
即
ち
芭
蕉
が
数
え

の
廿
四
オ
の
と
き
に
世
に
出
ま
し
た
。
勿
論
、
当
時
の
日
本
文
芸
と
英
国
文
芸
、
否
、
広
く
欧
洲
文
芸
と
の
間
に
は
殆
ん
ど
何
の
関

係
も
あ
り
ま
せ
ん
。

ワ
ー
ヅ
ワ
ス
は
一
七
七

0
年
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
北
部
の
コ
カ
マ
ス
と
い
う
田
舎
町
に
生
れ
ま
し
た
。
芭
蕉
の
生

誕
に
遅
れ
る
こ
と
百
廿
六
年
で
あ
り
ま
す
。
日
本
の
元
号
に
直
せ
ば
明
和
七
年
、
十
代
将
軍
家
治
の
頃
で
あ
り
ま
し
て
、

日
本
で
始

め
て
電
気
器
具
の
模
作
に
成
功
し
た
奇
才
平
賀
源
内
の
戯
作
に
か
か
る
「
神
霊
矢
口
の
渡
」
は
こ
の
年
に
初
演
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の

翌
年
に
は
前
野
良
沢
が
杉
田
玄
白
等
と
千
住
小
塚
原
で
死
刑
囚
の
腑
分
を
見
、
「
解
体
新
書
」
の
翻
訳
に
と
り
か
か
っ
て
い
ま
す
。

蘭
学
を
通
じ
て
鎖
国
日
本
に
か
す
か
に
西
洋
文
化
が
影
を
投
じ
は
じ
め
た
頃
と
言
え
ま
し
ょ
う
。

芭
蕉
と
ワ
ー
ヅ
ワ
ス
を
比
較
す
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
そ
の
環
境
で
あ
り
ま
す
。
無
論
、
芭
蕉
の
生
き

て
い
た
徳
川
初
期
の
日
本
と
、
そ
れ
か
ら
百
州
年
近
く
を
隔
て
た
英
国
の
社
会
は
簡
単
に
比
較
を
ゆ
る
さ
ぬ
も
の
が
あ
り
ま
す
が
、

そ
の
社
会
状
態
に
お
い
て
、
ま
た
文
芸
の
世
界
に
あ
っ
て
、
或
る
大
巻
な
転
換
期
に
さ
し
か
か
っ
て
い
た
点
で
は
、
互
い
に
似
か
よ

一
体
に
十
八
世
紀
の
英
国
社
会
は
、
英
国
史
上
稀
に
見
る
安
定
し
た
社
会
と
言
わ
れ
ま
す
が
、

第
に
大
き
な
変
化
の
き
ざ
し
を
見
せ
て
来
ま
す
。
即
ち
、

こ
の
世
紀
も
半
ば
を
す
ぎ
る
と
次

ワ
ー
ヅ
ワ
ス
の
生
れ
る
少
し
前
か
ら
産
業
革
命
が
は
じ
ま
っ
て
い
ま
す
。

ワ
ー
ヅ
ワ
ス
が
も
っ
と
も
充
実
し
た
文
芸
的
活
躍
を
見
せ
る
時
期
を
含
む
、
十
九
世
紀
前
半
ま
で
つ
づ
き
、
英
国
社

会
の
構
造
に
非
常
な
変
化
を
引
き
お
こ
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
加
え
て
注
目
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
海
外
か
ら
の
影
響
、
即
ち
フ
ラ
ン

ス
革
命
の
影
響
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
革
命
が
英
国
民
、
特
に
そ
の
知
識
階
級
に
及
ぼ
し
た
思
想
的
影
響
は
甚
大
で
あ
り
ま
す
。
即
ち
、

こ
の
革
命
は
幾
年
な
ら
ず
し
て
変
質
し
、
恐
怖
政
治
の
出
現
と
な
り
、
ナ
ボ
レ
オ
ン
の
拾
頭
を
う
な
が
し
、
や
が
て
欧
洲
の
天
地
は
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戦
雲
に
つ
つ
ま
れ
ま
す
。

そ
し
て
英
国
は
何
年
か
に
わ
た
っ
て
孤
立
し
、
い
つ
フ
ラ
ン
ス
軍
の
侵
入
を
受
け
る
か
も
知
れ
ぬ
危
機
に

さ
ら
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
当
時
の
青
年
ワ
ー
ヅ
ワ
ス
は
こ
の
よ
う
な
烈
し
い
政
治
的
変
転
の
渦
に
ま
き
こ
ま
れ
、
次
々
に
政
治

的
熱
狂
と
、
幻
滅
と
、
苦
悩
を
嘗
め
る
身
と
な
り
ま
す
。
彼
の
文
学
は
一
方
か
ら
見
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
人
間
理
性
の
理
解
を
超
え

た
複
雑
怪
奇
な
政
治
的
状
勢
か
ら
脱
出
し
よ
う
と
す
る
逃
避
の
文
学
と
言
え
ま
し
ょ
う
。
他
方
か
ら
見
れ
ば
、
彼
の
革
命
精
神
|
ー

フ
ラ
ン
ス
革
命
の
は
じ
め
標
榜
し
た
自
由
平
等
友
愛
の
理
想
が
彼
の
内
心
に
沈
潜
し
、
内
面
化
し
て
、
そ
れ
が
文
芸
上
の
デ
モ

ク
ラ
シ
ー
と
な
っ
て
現
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
ワ
ー
ヅ
ワ
ス
の
出
現
す
る
ま
で
の
英
国
詩
壇
の
主
流
は
貴
族
的
な
文
学
で
あ
り
、

都
会
の
文
学
で
あ
り
ま
し
た
。
ワ
ー
ヅ
ワ
ス
は
こ
の
よ
う
な
貴
族
主
義
的
文
学
か
ら
庶
民
の
文
学
へ
、
都
会
の
文
学
か
ら
田
舎
の
生

活
と
自
然
に
眼
を
開
く
文
学
へ
と
、
詩
壇
の
大
勢
を
大
き
く
転
回
さ
せ
た
最
大
の
功
労
者
で
あ
り
ま
す
。
彼
の
試
み
た
詩
風
の
改
革

に
は
，
民
謡

'Ballads'

の
味
読
と
そ
の
応
用
が
大
き
な
役
割
を
果
し
て
い
ま
す
。
彼
は
従
来
英
国
詩
壇
を
風
靡
し
て
い
た
雅
語

'poetic 
diction'
と
、
人
為
の
匂
の
濃
い
擬
人
化
法

'personification'
を
き
び
し
く
非
難
し
て
、
詩
に
民
衆
の
な
ま
の
言
葉

を
—
ー
ー
，
そ
こ
に
は
適
当
な
選
択
も
必
要
と
さ
れ
ま
す
が1

そ
の
ま
ま
採
り
入
れ
る
べ
き
こ
と
を
主
張
し
、
当
時
の
文
壇
に
新
風
を

吹
き
入
れ
ま
し
た
。
彼
が
コ
ウ
ル
リ
ッ
ヂ
と
と
も
に
出
し
た
詩
集
の
名
前
が
抒
情
民
謡
集

'Lyrical
Ballads'
で
あ
る
の
も
故
な

し
と
し
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

る
政
治
状
勢
で
あ
り
ま
し
た
。

い
ず
れ
に
し
ま
し
て
も
、

ワ
ー
ヅ
ワ
ス
の
文
学
の
背
後
の
推
進
力
に
な
っ
た
も
の
は
当
時
の
激
動
す

そ
れ
で
は
芭
蕉
の
方
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
彼
の
時
代
は
、
久
し
い
戦
乱
の
世
が
漸
く
終
り
を
つ
げ
、
ま
だ
殺
伐
の
気
の
失
せ
ぬ

な
が
ら
、
幕
府
の
基
礎
も
漸
く
か
た
ま
り
、
泰
平
の
世
に
向
お
う
と
す
る
気
運
に
あ
り
ま
し
た
。
し
た
が
っ
て
庶
民
特
に
町
人

階
級
ー
の
拾
頭
が
著
し
く
、

そ
れ
に
つ
れ
て
庶
民
文
芸
が
急
激
に
勃
興
の
勢
を
見
せ
、
芭
蕉
と
前
後
し
て
西
鶴
の
小
説
、
近
松
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ん
だ
と
こ
ろ
で
悔
ゆ
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
」

の
戯
曲
、
菱
川
師
宣
の
浮
世
絵
が
世
に
歓
迎
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

一
体
に
日
本
の
文
芸
は
中
世
か
ら
近
世
に
移
る
に
つ
れ

て
、
そ
の
基
盤
は
公
卿
階
級
か
ら
武
家
階
級
に
移
る
領
向
を
見
せ
て
い
ま
し
た
が
、
徳
川
時
代
に
入
る
頃
か
ら
、
更
に
そ
の
基
盤
は

庶
民
階
級
に
移
り
つ
つ
あ
っ
た
と
言
え
る
か
と
思
い
ま
す
。
芭
蕉
は
比
較
的
保
守
的
な
貞
門
俳
諧
か
ら
出
発
し
て
、
庶
民
階
級
に
基

盤
を
置
く
談
林
俳
諧
に
転
じ
、
や
が
て
は
戯
曲
の
近
松
、
小
説
の
西
鶴
と
対
立
す
る
前
人
未
踏
の
蕉
風
俳
諧
を
樹
立
す
る
に
い
た
る

の
で
あ
り
ま
す
。
た
だ
、
ワ
ー
ヅ
ワ
ス
の
活
躍
し
て
い
た
英
国
十
九
世
紀
初
頭
の
英
国
社
会
と
、
芭
蕉
の
生
き
て
い
た
徳
川
初
期
の

社
会
と
の
違
い
は
、

的
、
政
治
的
情
熱
を
持
ち
込
も
う
と
し
た
形
跡
は
見
ら
れ
ま
せ
ん
。

日
本
は
英
国
と
は
反
対
に
、
激
動
期
か
ら
安
定
期
に
、
し
か
も
、
封
建
体
制
下
の
安
定
期
に
向
お
う
と
し
て
い

た
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
尚
、
こ
れ
に
は
日
本
文
芸
の
根
本
的
な
体
質
の
問
題
も
か
ら
ん
で
い
る
こ
と
で
、
軽
々
し
い
判
断
は
許
さ
れ

ま
せ
ん
が
、
以
上
の
事
情
を
背
景
に
し
て
、
近
松
に
せ
よ
、
西
鶴
に
せ
よ
、
芭
蕉
に
せ
よ
、
文
芸
に
、
少
く
と
も
正
面
切
っ
て
社
会

こ
の
点
、
芭
蕉
と
ワ
ー
ヅ
ワ
ス
と
の
間
に
は
非
常
な
隔
り
が
あ

ま
す
。

し
た
。
曰
く
、

り
ま
す
。
芭
蕉
は
杜
甫
か
ら
学
ぶ
と
こ
ろ
の
非
常
に
大
き
か
っ
た
人
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
杜
甫
に
は
こ
う
い
っ
た
政
治
的
情
熱

が
彼
の
作
品
の
随
処
に
見
ら
れ
ま
す
。
杜
甫
は
唐
の
玄
宗
皇
帝
の
晩
年
の
動
乱
期
に
際
会
し
、
非
常
な
苦
労
を
嘗
め
た
詩
人
で
あ
り

し
か
し
、
自
分
は
貧
窮
に
苦
し
み
な
が
ら
も
、
常
に
天
下
国
家
を
憂
え
、
民
の
苦
し
み
を
己
が
苦
し
み
と
し
て
受
け
と
め
ま

「
自
分
の
寝
床
の
そ
ば
に
は
雨
が
漏
り
、
家
中
ど
こ
も
乾
い
た
と
こ
ろ
が
な
い
の
に
、
雨
は
麻
の
よ
う
に
降
り
つ
づ

い
て
や
ま
ず
、
自
分
は
世
の
乱
れ
を
憂
え
て
眠
り
も
充
分
で
な
い
。
…
…
し
か
し
、

ひ
ょ
い
と
何
か
の
偶
然
で
宏
壮
な
邸
宅
を
手
に

入
れ
、
天
下
の
貧
し
い
人
々
を
大
勢
そ
こ
に
収
容
し
、
み
ん
な
互
い
に
に
こ
や
か
な
顔
を
し
て
、
風
雨
に
も
、
び
く
と
も
せ
ず
、
山

の
よ
う
に
泰
然
と
し
て
い
る
こ
と
が
出
来
れ
ば
ど
ん
な
に
か
よ
か
ろ
う
。
そ
う
な
れ
ば
、
自
分
の
小
屋
は
こ
わ
れ
、
自
分
は
凍
え
死
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こ
も
っ
て
い
て
、

そ
の
心
境
は
悲
痛
で
あ
り
ま
す
。

嗚
呼
何
時
眼
前
突
冗
見
此
屋

(
2
)
 

吾
麿
独
破
受
凍
死
亦
足

こ
の
よ
う
に
杜
甫
は
歌
っ
て
い
ま
す
が
、
芭
蕉
は
杜
甫
の
こ
う
い
う
一
面
を
受
け
継
ぐ
こ
と
は
ま
っ
た
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

国
破
山
河
在

城
春
草
木
深

の
余
韻
を
ひ
い
て
は
い
ま
す
が
、
芭
蕉
が
高
館
の
城
址
に
立
っ
て
こ
の
句
を
案
じ
た
と
き
の
感
懐
と
、
杜
甫
が
こ
の
「
春
望
」
の
詩

な
ま

を
詠
じ
た
と
き
の
心
境
に
は
大
き
な
隔
り
が
あ
り
ま
す
。
片
方
は
単
に
懐
古
的
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
他
方
に
は
生
々
し
い
実
感
が

こ
れ
は
芭
蕉
と
杜
甫
と
の
性
格
上
の
違
い
も
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、

連
し
て
の
中
国
の
詩
文
と
日
本
の
詩
歌
の
伝
統
の
違
い
に
怖
せ
ら
る
べ
き
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
中
国
で
は
「
志
を
言
う
」
の
が
詩
の

建
前
と
さ
れ
、
詩
経
以
来
、
詩
文
と
政
治
の
問
題
は
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
か
、
あ
る
い
は
関
係
づ
け
ら
れ
て
来
た
の
で
あ
り
ま
す
。

な
ま

と
こ
ろ
で
ワ
ー
ヅ
ワ
ス
の
詩
に
は
、
英
仏
間
の
戦
争
の
影
響
を
受
け
て
悲
惨
な
境
遇
に
沈
む
庶
民
の
姿
が
生
々
し
い
筆
致
で
描
か

夏
草
や
つ
は
も
の
ど
も
が
夢
の
跡

の
句
は
、
杜
甫
の

安
得
広
夏
千
萬
間

大
庇
天
下
寒
士
倶
歓
顔

風
雨
不
動
安
如
山

そ
れ
よ
り
も
や
は
り
中
国
と
日
本
の
国
情
の
相
違
、

そ
れ
に
関
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る
と
言
わ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

し
づ

れ
て
い
ま
す
。
彼
の
初
期
の
作
品
「
罪
と
悲
哀
」

,Guilt
a
n
d
 S
o
r
r
o
w
'
、
「
荒
れ
行
く
賤
が
家
」

'
T
h
e
R
u
i
n
e
d
 C
o
t
t
a
g
e
'
な
ど

が
そ
れ
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
彼
の
壮
年
以
後
の
作
品
に
は
、
英
国
の
自
由
と
独
立
を
歌
っ
た
詩
が
数
多
く
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の

点
、
洋
の
東
西
を
へ
だ
て
て
、
ワ
ー
ヅ
ワ
ス
は
芭
蕉
よ
り
も
余
程
杜
甫
に
近
い
一
面
を
持
っ
て
い
る
と
言
え
ま
し
ょ
う
。

芭
蕉
と
杜
甫
、
あ
る
い
は
ワ
ー
ヅ
ワ
ス
と
の
間
の
こ
の
よ
う
な
違
い
は
、
繰
返
し
て
申
し
ま
す
が
、
窮
極
的
に
は
こ
れ
ら
詩
人
た

ち
の
生
れ
育
っ
た
国
情
の
違
い
に
帰
せ
ら
る
べ
き
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
往
古
か
ら
の
歴
史
を
見
渡
し
て
も
日
本
に
は
中
国
の
革
命
、

英
国
の
産
業
革
命
や
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
く
ら
べ
ら
れ
る
よ
う
な
深
刻
な
政
治
的
、
社
会
的
変
動
は
、
少
く
と
も
明
治
維
新
前
は
な

か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
点
で
、

た
と
え
ば

あ
ら
た
ふ
と
青
葉
若
葉
の
日
の
光

に
お
け
る
体
制
順
応
的
な
作
者
の
態
度
を
云
々
す
る
の
は
、
今
日
の
日
本
を
も
っ
て
昔
を
律
す
る
も
の
で
、
芭
蕉
に
対
し
て
酷
で
あ

さ
て
、
芭
蕉
と
ワ
ー
ヅ
ワ
ス
は
、
片
方
は
動
か
ら
静
へ
、
他
方
は
静
か
ら
動
へ
の
違
い
こ
そ
あ
れ
、
と
も
に
一
大
転
換
期
に
さ
し

か
か
っ
て
い
る
社
会
に
生
を
受
け
、
芭
蕉
は
新
興
の
庶
民
の
文
学
に
足
場
を
据
え
な
が
ら
、
古
今
、
新
古
今
、
あ
る
い
は
李
杜
と
い

っ
た
日
本
、
中
国
の
最
高
の
伝
統
を
と
り
入
れ
、
ま
た
ワ
ー
ヅ
ワ
ス
も
時
流
を
超
え
て
、
普
通
人
の
用
い
る
普
通
の
言
葉
を
詩
に
採

り
入
れ
る
と
い
う
大
胆
な
試
み
を
し
な
が
ら
、
他
方
チ
ョ
ー
サ
ー
、

ス
ペ
ン
サ
ー
、

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
、
ミ
ル
ト
ン
を
貫
流
す
る
正

統
の
英
国
の
詩
風
を
う
け
つ
ぎ
、
と
も
に
一
見
矛
盾
す
る
二
要
素
の
統
一
の
上
に
新
風
を
樹
立
し
、
以
後
永
く
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
詩

歌
の
方
向
を
決
定
的
な
ら
し
め
ま
し
た
。

し
か
し
伝
統
と
環
境
だ
け
で
詩
人
は
生
れ
ま
せ
ん
。
詩
人
は
生
れ
る
も
の
で
、
作
ら
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
詩
人
は
詩
人
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り
ま
す
。

芭
蕉
と
ワ
ー
ヅ
ワ
ス
（
前
川
）

芭
蕉
と
ワ
ー
ヅ
ワ
ス
と
に
詩
人
と
し
て
共
通
す
る
稟
質
を
、

芭
蕉
と
ワ
ー
ヅ
ワ
ス
は
質
を
異
に
す
る
文
化
の
中
に
育
ち
な
が
ら
、
相
似
た
転
換
期
に
生
れ
合
わ
せ
、
と
も
に
庶
民
性
と
伝
統
文

化
を
統
一
す
る
新
し
い
文
学
を
創
始
し
ま
し
た
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
新
し
い
統
一
を
達
成
し
、
醇
乎
た
る
文
学
を
作
り
あ
げ
る
に

は
、
い
わ
ば
酵
母
の
働
き
を
す
る
も
の
が
必
要
で
あ
り
ま
す
。
芭
蕉
、

る
だ
け
で
な
く
、

か
ら
来
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の
点
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
い
う
の
が
、

関
係
も
な
い
の
に
、
本
質
的
に
非
常
に
似
よ
っ
た
も
の
を
持
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
以
上
の
よ
う
に
統
一
の
客
体
が
似
よ
っ
て
い

そ
の
統
一
を
可
能
な
ら
し
め
る
酵
母
1

根
元
的
な
詩
人
の
稟
質
ー
|
ぶ
命
四
者
非
常
に
似
か
よ
っ
て
い
る
と
こ
ろ

こ
れ
か
ら
私
の
申
し
上
げ
る
事
柄
の
眼
目
で
あ

一
言
に
し
て
い
え
ば
、
彼
等
は
、
自
覚
す
る
と
し
な
い
と
に
か
か
わ

(
3
)
 

ら
ず
、
生
来
の
神
秘
的
、
幻
想
的
自
然
主
義
者
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
つ
き
つ
め
る
と
、
彼
等
の
生
れ
な
が

ら
の
心
理
的
、
生
理
的
素
質
の
似
よ
り
か
ら
来
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
ま
ず
芭
蕉
か
ら
例
を
挙
げ
ま
す
。

で
、
彼
が
松
島
の
絶
景
に
感
嘆
し
た
あ
と
、
そ
の
眺
め
を
ほ
し
い
ま
ま
に
す
る
場
所
に
宿
を
と
っ
た
こ
と
が
書
い
て
あ
り
ま
す
。

た
ヘ

江
上
に
帰
り
て
宿
を
求
む
れ
ば
、
窓
を
開
き
二
階
を
作
り
て
、
風
雲
の
中
に
旅
寝
す
る
こ
そ
、
あ
や
し
き
ま
で
妙
な
る
心
地
は
せ

ら
る
れ
。

は
考
え
ま
す
。

た
る
べ
き
素
質
を
生
れ
な
が
ら
に
し
て
具
え
て
い
る
。
詩
人
の
生
涯
は
自
分
で
そ
れ
と
自
覚
し
な
い
、

る
も
の
を
、
不
断
の
努
力
に
よ
っ
て
顕
在
的
な
も
の
に
変
え
て
行
く
過
程
で
あ
り
ま
す
。
伝
統
や
環
境
は
そ
の
よ
う
な
詩
人
の
自
覚
、

開
眼
を
促
す
契
機
と
な
る
か
、
ま
た
は
詩
人
に
よ
っ
て
消
化
、
吸
収
さ
れ
、
新
し
い
生
命
を
与
え
ら
れ
る
素
材
に
外
な
ら
な
い
と
私

ワ
ー
ヅ
ワ
ス
の
生
み
出
し
た
文
学
は
互
い
の
間
に
何
の
影
聾

「
奥
の
細
道
」
の
中

つ
ま
り
潜
在
的
に
持
っ
て
い
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W
h
e
r
e
 w
a
s
 m
y
 bed, 
a
n
 a
c
o
r
n
 f
r
o
m
 t
h
e
 trees 

(
5
)
 

Fell 
audibly, 
a
n
d
 w
i
t
h
 a
 startling 
s
o
u
n
d
.
 

（
私
は
静
か
な
足
ど
り
で
、
の
ん
び
り
と
歩
み
を
つ
づ
け
、

ま
も
な
く
緑
の
木
蔭
に
つ
き
、
樹
下
に
す
わ
っ
た
。
…
…
地
面
に
身
を
横
た
え
て
、

、
、
、
、
`
‘
、
、
、
、
、

さ
ま
ざ
ま
の
思
い
に
耽
り
…
•
•
•
こ
う
し
て
私
は
長
い
間
、
頭
を
つ
け
た
大
地
の
こ
こ
ろ
よ
い
枕
に
元
気
づ
け
ら
れ
、
あ
た
た
か
い
地
面
の
感
触
に

、
、
、
、
、
、
、
‘
.
.
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
‘
`
`
‘
、
、
、

心
な
ご
め
ら
れ
、
ま
た
そ
れ
で
（
そ
れ
が
な
け
れ
ば
完
全
に
失
っ
た
で
あ
ろ
う
）
心
身
の
平
衡
を
保
た
れ
て
、
寝
そ
べ
っ
て
い
た
。
何
も
見
ず
、

か
し
わ

何
も
聞
か
ず
、
た
だ
私
の
寝
床
の
あ
る
榔
の
森
の
こ
こ
か
し
こ
の
樹
か
ら
離
れ
た
木
の
実
が
音
立
て
て
落
ち
て
は
、
耳
驚
か
せ
る
ば
か
り
。
）

そ
こ
で
今
度
は
ロ
バ
ー
ト
・
ブ
ラ
ウ
ニ
ン
グ
の
詩
の
一
節
を
引
い
て
見
ま
し
ょ
う
。

If 
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o
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 c
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（
さ
て
、
君
が
怒
濤
の
よ
う
に
湧
き
立
つ
西
の
空
を
眺
め
、
ま
た
太
陽
や
月
や
夕
星
と
い
っ
た
祝
福
が
一
緒
に
弓
な
り
に
頭
上
に
か
か
り
1

そ

の
よ
う
に
し
て
、
君
が
惚
れ
惚
れ
と
夢
中
に
眺
め
る
う
ち
に
、
雲
も
、
落
日
も
、
月
の
出
も
、
星
の
輝
き
ま
で
も
、
君
の
情
熱
に
引
き
寄
せ
ら
れ

て
、
近
く
、
更
に
近
く
へ
と
迫
っ
て
来
る
気
が
し
て
、
天
上
が
近
づ
く
た
め
、
肉
体
が
消
え
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
感
じ
る
と
き
…
…
）

ブ
ラ
ウ
ニ
ン
グ
は
こ
こ
で
、
自
分
が
宇
宙
に
吸
い
こ
ま
れ
て
し
ま
い
、
肉
体
が
消
え
去
っ
て
宇
宙
と
一
体
に
な
る
よ
う
な
感
じ
を

歌
っ
て
い
る
の
で
す
。
こ
れ
は
私
な
ど
で
も
、
夏
の
夜
、
涼
み
台
に
仰
向
け
に
寝
そ
べ
っ
て
、
じ
っ
と
天
の
河
に
眺
め
入
っ
て
い
る

コ
。
ス
ミ
ッ
ク
・
エ
モ
ー
シ
ョ
ン

一
種
の
宇
宙
感
情
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
と
思
い
ま
す
。

と
き
な
ど
、
ま
ま
感
じ
る
気
持
で
、

と
こ
ろ
が
ワ
ー
ヅ
ワ
ス
の
場
合
は
、

こ
の
よ
う
な
状
態
か
ら
更
に
一
歩
す
す
ん
で
、
昼
日
中
、
大
地
に
寝
そ
べ
っ
て
い
る
と
き
で

も
、
地
面
に
触
れ
て
い
る
身
体
の
部
分
の
感
触
が
、
自
他
の
合
一
感
を
妨
げ
、
自
己
の
存
在
を
た
し
か
め
る
唯
一
の
手
が
か
り
に
な
っ

て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
芭
蕉
が
松
島
の
宿
で
経
験
し
た
の
も
こ
れ
と
似
た
た
ち
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
尚
、

芭
蕉
は
蕉
風
へ
の
開
眼
に
前
後
す
る
頃
、
其
角
の
句
を
評
し
て
「
鳶
に
乗
っ
て
無
窮
の
空
々
た
る
に
逍
遥
せ
ん
こ
と
、
楽
し
み
な
ほ

(
7
)
 

窮
り
な
か
る
べ
し
ゃ
」
と
言
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
も
、
当
時
俳
壇
で
も
て
は
や
さ
れ
て
い
た
「
荘
子
」
の
影
轡
と
言
っ
た
だ
け
で

は
言
い
足
り
な
い
も
の
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
ま
す
。
芭
蕉
に
は
も
と
も
と
ワ
ー
ヅ
ワ
ス
の
心
性
に
似
か
よ
う
も
の
を
持
っ
て
い
た
と
思

わ
れ
ろ
。
芭
蕉
を
、
ワ
ー
ヅ
ワ
ス
を
希
有
の
自
然
詩
人
へ
と
生
長
さ
せ
て
行
く
芽
と
い
っ
た
も
の
が
こ
う
い
う
心
性
の
内
に
見
出
さ

れ
る
。
も
っ
と
も
こ
の
よ
う
な
素
質
を
十
全
に
活
か
し
て
独
自
の
詩
境
を
開
く
に
は
多
年
の
修
練
と
努
力
の
積
み
重
ね
が
必
要
で
あ

る
こ
と
、
申
す
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

と
こ
ろ
で
興
味
あ
る
事
実
は
、

さ
き
に
も
触
れ
ま
し
た
が
、
芭
蕉
が
江
戸
に
入
っ
て
以
来
、
終
生
「
荘
子
」
に
異
常
の
関
心
と
興

味
を
寄
せ
、
談
林
風
の
粗
放
な
解
釈
か
ら
出
発
し
て
、
主
体
的
な
立
場
か
ら
、
彼
な
り
に
年
を
追
っ
て
そ
の
理
解
を
深
め
て
行
っ
て
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あ
る
と
き
、
愛
情
は
我
等
を
導
い
て

(
8
)
 

い
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
彼
の
心
性
か
ら
来
る
特
異
の
体
験
は
、
そ
の
奥
底
に
物
と
心
、
主
観
と
客
観
、
自
己
対
宇
宙
と
い
っ
た
、

も
と
も
と
哲
学
的
、
冥
想
的
な
考
え
に
人
を
導
く
べ
き
契
機
を
蔵
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
表
現
に
お
け
る
主
観
と
客
観
と
い
っ
た

問
題
に
つ
い
て
、
芭
蕉
の
見
聞
し
得
る
範
囲
で
は
説
き
あ
か
し
て
く
れ
る
も
の
が
殆
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
古
来
、
日
本
の
歌

人
の
間
に
は
表
現
技
法
上
の
問
題
に
つ
き
随
分
と
立
ち
入
っ
た
議
論
が
あ
る
よ
う
で
す
が
、

ひ
ろ
く
文
芸
と
人
生
、
自
然
と
の
係
り

合
い
に
つ
い
て
聴
く
に
足
る
論
を
立
て
た
者
が
幾
人
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
本
邦
の
歌
人
俳
人
中
に
芭
蕉
ひ
と
り
が
風
雅
の
人
た
る
の

道
を
説
い
て
「
造
化
に
随
ひ
て
四
時
を
友
と
す
」
と
か
、
「
造
化
に
随
ひ
て
造
化
に
帰
れ
」
と
い
っ
た
哲
学
的
な
言
葉
を
吐
い
て
い

ま
す
。
私
は
、
幻
想
的
で
、
文
学
的
香
気
に
富
み
、
し
か
も
宇
宙
、
人
生
に
つ
き
、
ま
た
「
如
何
に
生
く
べ
き
か
」
の
問
題
に
つ
恙
示
唆

(
9
)
 

そ
の
間
の
事
情
が
わ
か
る
よ
う
な
気
が
い
た
し
ま
す
。

す
る
と
こ
ろ
の
広
く
深
い
「
荘
子
」
に
芭
蕉
が
な
ぜ
惹
か
れ
て
行
っ
た
か
、

尚
、
芭
蕉
の
門
人
の
土
芳
が
、
師
の
言
葉
と
し
て
書
き
残
し
て
い
る
も
の
に
「
松
の
こ
と
は
松
に
習
へ
、
竹
の
こ
と
は
竹
に
習
へ
•
…
•
•

び

習
へ
と
い
ふ
は
、
物
に
入
り
て
そ
の
微
の
顕
れ
て
情
感
ず
る
や
句
と
成
る
と
こ
ろ
な
り
。
た
と
へ
も
の
あ
ら
は
に
い
ひ
出
で
て
も
、

わ
れ

(lo)

そ
の
も
の
よ
り
自
然
に
出
づ
る
情
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
物
と
我
二
つ
に
な
り
て
、
そ
の
情
誠
に
い
た
ら
ず
。
私
意
の
な
す
作
意
な
り
」

と
あ
り
ま
す
。
文
芸
的
表
現
に
お
け
る
主
観
と
客
観
と
の
関
係
を
説
い
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
中
の
「
習
へ
と
い
ふ
は
、
物
に

入
り
て
そ
の
微
の
顕
れ
て
情
感
ず
る
や
句
と
な
る
と
こ
ろ
な
り
」
の
語
に
つ
恙
ま
し
て
は
、
岡
崎
義
恵
氏
は
「
習
え
と
い
う
の
は
、

対
象
物
の
中
に
自
分
が
入
り
こ
ん
で
行
き
、
そ
の
物
の
微
妙
な
と
こ
ろ
が
見
え
て
来
て
、
自
分
の
感
情
が
そ
れ
と
共
に
動
く
や
否
や
、

(11) 

そ
の
情
が
そ
の
ま
ま
句
と
な
る
よ
う
な
境
地
な
の
で
あ
る
」
と
解
釈
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
思
い
合
わ
さ
れ
る
の
は
「
テ
ィ

ン
タ
ー
ン
・
ア
ベ
イ
・
ラ
イ
ン
ズ
」
中
の
ワ
ー
ヅ
ワ
ス
の
言
葉
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
彼
は
、
我
等
の
心
が
清
澄
、
純
一
の
状
態
に
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と
こ
ろ
で
、

渾
沌
、
茫
漠
と
し
て
、

い
ま
ま
で
触
れ
て
来
ま
し
た
、
芭
蕉
と
ワ
ー
ヅ
ワ
ス
に
共
通
す
る
こ
の
種
の
体
験
は
、
深
い
な
が
ら
に
、
も
と
も
と

ブ
レ
リ
ュ
ー
ド

ワ
ー
ヅ
ワ
ス
の
場
合
、
「
序
曲
」
に
述
べ
て
い
る
こ

そ
う
簡
単
に
客
観
化
出
来
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

と
の
大
筋
が
真
実
の
告
白
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
彼
は
そ
の
よ
う
な
異
常
な
体
験
を
随
分
年
少
の
時
か
ら
経
験
し
て
い
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。
し
か
し
、
彼
の
初
期
の
作
品
に
は
こ
の
よ
う
な
体
験
の
表
白
と
見
ら
れ
る
も
の
は
見
あ
た
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
彼
の
作
品
の

人
、
た
と
え
ば
バ
イ
ロ
ン
、

中
に
は
っ
き
り
し
た
姿
を
見
せ
は
じ
め
る
の
は
、
哲
学
者
と
し
て
の
非
凡
な
思
索
力
を
具
え
た
コ
ウ
ル
リ
ッ
ヂ
と
の
親
し
い
交
友
が

は
じ
ま
っ
て
以
後
、
彼
が
廿
七
オ
前
後
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
彼
と
ほ
ぼ
同
じ
時
代
に
活
躍
し
た
他
の
詩

そ
の
詩
的
成
熟
の
年
齢
は
大
分
遅
れ
て
い
ま
す
。
芭
蕉
に
い

ら
で
あ
り
ま
す
。

シ
ェ
レ
ー
、

キ
ー
ツ
た
ち
に
比
べ
る
と
、

た
っ
て
は
更
に
遅
れ
て
、
所
謂
芭
蕉
へ
の
開
眼
を
感
じ
さ
せ
る
旬
を
示
す
よ
う
に
な
る
の
は
、
芭
蕉
が
州
オ
台
の
後
半
に
入
っ
て
か

こ
れ
は
以
上
の
よ
う
に
両
人
の
内
面
的
体
験
を
客
観
化
す
る
こ
と
が
至
難
で
あ
っ
た
事
情
に
も
と
づ
く
と
こ
ろ
が

さ
て
、
両
人
に
共
通
す
る
こ
の
よ
う
な
体
験
は
、

よ
う
な
体
験
は
自
己
対
宇
宙
と
い
っ
た
関
係
に
自
分
を
立
た
せ
ま
す
。
し
か
も
そ
の
体
験
は
容
易
に
他
人
に
伝
え
が
た
い
。

う
な
体
験
を
に
な
わ
せ
ら
れ
た
者
の
生
き
る
道
は
、
ま
ず
何
よ
り
も
己
れ
の
体
験
に
沈
潜
す
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
ワ
ー
ヅ
ワ
ス
が

当
時
文
人
と
し
て
生
き
る
雁
一
の
道
で
あ
っ
た
ロ
ン
ド
ン
を
棄
て
て
、
当
時
の
文
壇
と
隔
絶
し
た
、
遠
く
北
方
の
湖
水
地
方
に
隠
者

大
き
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

（
我
等
は
も
の
の
生
命
を
透
観
す
る
の
だ
）

W

e

 se
e
 i
n
t
o
 
t
h
e
 life 
o
f
 
t
h
i
n
g
s
.
 

お
の
ず
か
ら
そ
の
人
間
的
性
格
と
人
生
行
路
に
関
係
し
て
ま
い
り
ま
す
。

こ
の

こ
の
よ
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芭
蕉
と
ワ
ー
ヅ
ワ
ス
（
前
川
）

こ
の
道
や
行
く
人
な
し
に
秋
の
暮

芭
蕉
の
句

の
よ
う
な
生
活
を
送
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、

は
不
足
の
な
い
生
活
を
営
む
見
込
み
が
つ
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
時
は
ま
だ
草
深
い
田
舎
で
あ
っ
た
隅
田
川
畔
の
深
川
に
ひ
き

こ
も
っ
て
、

一
般
世
人
と
の
交
際
を
絶
ち
、

本
の
原
因
は
、
自
己
と
自
然
と
を
対
決
さ
せ
て
、

え
ら
れ
ま
す
。

ま
た
芭
蕉
も
折
角
江
戸
に
出
て
宗
匠
と
し
て
の
力
量
を
認
め
ら
れ
、
世
俗
的
に
ま
ず

あ
る
い
は
漂
泊
の
旅
を
重
ね
て
孤
高
の
道
を
歩
ま
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
も
、

そ
こ
に
己
れ
の
道
を
打
開
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
内
面
的
必
然
性
に
駆
ら
れ
た
も
の
と
考

P
o
i
n
t
s
 
h
a
v
e
 w
e
 all 
of 
u
s
 w
i
t
h
i
n
 o
u
r
 souls, 

W
h
e
r
e
 all 
s
t
a
n
d
 single; 
this I
 

feel, 
a
n
d
 m
a
k
e
 

(12) 

B
r
e
a
t
h
i
n
g
s
 for 
i
n
c
o
m
m
u
n
i
c
a
b
l
e
 p
o
w
e
r
s
.
 

そ
の
根

（
人
は
誰
で
も
自
分
の
魂
の
う
ち
に
た
だ
ひ
と
り
で
立
た
ね
ば
な
ら
ぬ
点
が
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
私
は
痛
感
し
、
伝
え
が
た
い
力
を
何
と
か
し
て

伝
え
た
い
と
あ
え
ぎ
苦
し
む
の
だ
）

と
言
っ
て
い
ま
す
が
、

こ
れ
は
特
異
の
体
験
を
も
つ
ワ
ー
ヅ
ワ
ス
の
痛
感
さ
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
晩
年
の

も
恐
ら
く
は
ワ
ー
ヅ
ワ
ス
と
似
た
悩
み
を
悩
み
つ
づ
け
て
来
た
彼
の
人
生
行
路
を
暗
示
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
す
ま
い
か
。

自
我
の
人
た
ら
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
に
前
人
未
踏
の
境
地
を
ひ
か
え
て
、
前
途
に
立
ち
ふ
さ
が
る
壁
を
突
き
破
ろ
う
と
す
る
者
は
強
い
意
志
の
人
、
強
烈
な

こ
の
点
で
も
芭
蕉
と
ワ
ー
ヅ
ワ
ス
と
は
相
通
ず
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。

ワ
ー
ヅ
ワ
ス
は
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(14 

selfー

s
u
f
f
i
c
i
n
g
s
o
l
i
t
u
d
e
 

ヂ
ョ
ン
・
キ
ー
ツ
は
か
つ
て
ワ
ー
ヅ
ワ
ス
の
人
柄
を
評
し
て
「
エ
ゴ
テ
ィ
ス
ト
」
で
あ
る
と
な
し
、

崇
高
体
」

'Egotistical
S
u
b
l
i
m
e
'
と
呼
び
ま
し
た
。
伝
え
ら
れ
る
芭
蕉
の
言
説
に
も
似
た
よ
う
な
気
心
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
が

あ
り
ま
す
。
そ
の
点
で
私
が
興
味
深
く
思
う
の
は
、
去
来
の
句
「
岩
鼻
や
こ
こ
に
も
ひ
と
り
月
の
客
」
に
つ
い
て
師
弟
の
間
に
交
わ

さ
れ
た
言
葉
で
あ
り
ま
す
。
即
ち
芭
蕉
は
去
来
に
向
っ
て
「
汝
こ
の
句
を
い
か
に
お
も
ひ
て
作
せ
る
や
」
と
問
い
た
だ
し
ま
し
た
と

は

べ

さ

う

か

く

こ
ろ
、
去
来
は
「
明
月
に
乗
じ
山
野
吟
歩
し
侍
る
に
、
岩
頭
又
一
人
の
騒
客
を
見
付
け
た
る
」
と
答
え
ま
し
た
。
す
る
と
芭
蕉
は
、

「
『
こ
こ
に
も
ひ
と
り
月
の
客
』
と
、
己
れ
と
名
の
り
出
で
ら
ん
こ
そ
、
幾
ば
く
の
風
流
な
ら
ん
。
た
だ
自
称
の
句
と
な
す
べ
し
」

(13) 

と
言
っ
た
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。

構
な
人
柄
と
は
申
せ
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
に
強
い
意
志
の
人
は
畏
敬
の
対
象
と
し
て
接
す
る
場
合
は
兎
も
角
、
友
と
し
て
親
し
い
交
り
を
す
る
に
は
必
ず
し
も
結

ワ
ー
ヅ
ワ
ス
の
場
合
、
そ
の
晩
年
に
は
余
り
に
も
己
れ
を
高
し
と
す
る
態
度
が
他
人
の
反
感
を
招
く

こ
と
が
ま
ま
あ
っ
た
こ
と
は
、

で
ワ
ー
ヅ
ワ
ス
は
孤
独
そ
の
も
の
を
左
程
厭
わ
し
い
も
の
と
は
考
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
む
し
ろ
孤
独
に
住
し
て
そ
こ
に
自
足
の
境
を

見
出
す
傾
き
が
強
い
の
で
あ
り
ま
す
。
英
国
で
ロ
マ
ン
テ
ィ
ク
・
リ
ヴ
ァ
イ
ヴ
ァ
ル
の
詩
人
と
言
わ
れ
る
連
中
は
、
コ
ウ
ル
リ
ッ
ヂ

に
し
て
も
、

バ
イ
ロ
ン
、

を
も
感
じ
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
の
詩
風
を
「
自
己
中
心
的

キ
ー
ツ
や
エ
マ
ス
ン
の
ワ
ー
ヅ
ワ
ス
訪
問
記
な
ど
か
ら
も
覗
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ

シ
ェ
レ
ー
、
キ
ー
ツ
に
し
て
も
、
孤
独
の
淋
し
さ
に
堪
え
な
い
詩
人
で
あ
り
ま
す
。
彼
等
は
異
性
で
あ
れ
、

同
性
で
あ
れ
、
己
れ
に
共
嗚
し
、
己
れ
に
同
感
す
る
人
を
常
に
求
め
て
や
み
ま
せ
ん
。
そ
し
て
詩
中
に
そ
の
よ
う
な
人
を
求
め
て
得

な
い
悩
み
を
告
白
し
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
ワ
ー
ヅ
ワ
ス
ひ
と
り
孤
独
に
安
住
し
、
自
然
を
友
と
し
て
、

そ
こ
に
何
の
物
足
り
な
さ
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芭

蕉

と

ワ

ー

ヅ

ワ

ス

（

前

川

）

と
い
う
彼
自
身
の
言
葉
は
、

そ
の
よ
う
な
領
向
を
よ
く
あ
ら
わ
す
も
の
と
言
え
ま
し
ょ
う
。
芭
蕉
も
1

こ
れ
に
は
日
本
文
芸
の
伝

統
の
影
響
も
あ
り
ま
し
ょ
う
が
ー
|
'
孤
独
こ
そ
は
人
間
本
来
の
姿
で
あ
る
と
考
え
、
孤
独
に
徹
し
よ
う
と
す
る
心
掛
け
の
持
主
で
あ

り
ま
し
た
。
彼
が
西
行
の
歌
を
引
い
て
「
ひ
と
り
住
む
ほ
ど
お
も
し
ろ
き
は
な
し
」
と
書
き
記
し

い
と
は
限
り
ま
せ
ん
。

と
歌
っ
て
い
る
の
も
こ
れ
を
証
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
も
っ
と
も
、
孤
独
を
好
み
、
孤
独
に
徹
し
よ
う
と
す
る
人
は
人
を
愛
し
な

そ
の
反
対
に
ワ
ー
ヅ
ワ
ス
に
せ
よ
、
芭
蕉
に
せ
よ
、
周
囲
の
人
々
に
対
し
て
は
あ
た
た
か
い
愛
情
の
持
主
で

あ
り
、

ま
た
人
情
の
機
微
に
通
じ
た
人
で
も
あ
っ
た
こ
と
は
、

関
係
し
て
来
る
問
題
で
あ
り
ま
す
が
、

そ
れ
で
は
、

い
ろ
ん
な
こ
と
か
ら
傍
証
さ
れ
ま
す
。

(15) 

こ
こ
に
は
深
く
立
ち
入
る
こ
と
を
控
え
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
し
て
孤
独
を
貫
き
通
し
て
到
達
し
た
境
地
は
何
か
と
申
し
ま
す
と
、

は
一
致
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
「
万
物
一
体
」

こ
れ
は
彼
等
の
詩
自
体
に
も

こ
の
点
で
も
芭
蕉
と
ワ
ー
ヅ
ワ
ス

「
物
我
一
如
」
と
い
う
こ
と
の
自
覚
で
あ
り
ま
す
。
自
然
を
見
つ
め
に
見
つ
め
て
、

そ
の
核
心
を
捉
え
る
こ
と
が
同
時
に
自
分
自
身
の
魂
の
根
元
に
か
え
る
と
い
っ
た
境
地
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
彼
等
が
本

来
潜
在
的
に
持
っ
て
い
た
も
の
の
顕
在
化
で
も
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
た
だ
ワ
ー
ヅ
ワ
ス
は
、
詩
中
に
諄
々
と
そ
の
理
を
説
い
て
い

る
の
に
対
し
て
、
芭
蕉
は
あ
っ
さ
り
そ
の
境
地
を
句
そ
の
も
の
の
中
に
体
現
し
て
見
せ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
散
文
に
言
い
あ
ら
わ
す

場
合
に
は
、
彼
は
「
造
化
に
随
ひ
て
造
化
に
か
へ
る
」
と
い
っ
た
言
い
方
を
す
る
外
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
神

秘
的
、
物
我
一
如
的
境
地
を
作
品
に
あ
ら
わ
す
こ
と
に
お
い
て
、
芭
蕉
は
日
本
の
歌
人
、
俳
人
を
通
じ
て
第
一
人
者
で
は
な
い
か
と

私
は
思
い
ま
す
。
ま
た
、
少
く
と
も
英
国
文
学
に
お
い
て
、
同
じ
境
地
に
達
し
、
そ
れ
を
詩
作
品
に
あ
ら
わ
し
得
た
第
一
人
者
は
申

す
ま
で
も
な
く
ワ
ー
ヅ
ワ
ス
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
両
詩
人
に
共
通
す
る
点
は
、
こ
の
よ
う
な
神
秘
的
体
験
に
、
空
間
的
な
感
覚
、
更

う
き
我
を
さ
び
し
が
ら
せ
よ
か
ん
こ
鳥
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S
h
e
 s
e
e
m
e
d
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 t
h
i
n
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 t
h
a
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h
a
d
 n
o
 h
u
m
a
n
 fears: 

A
 s
l
u
m
b
e
r
 d
i
d
 
m
y
 spirit 
seal 

に
は
そ
の
空
間
的
な
感
覚
に
結
び
つ
い
た
集
塊
の
遅
動
の
感
覚
が
大
き
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
私
は
時
代
を
異

に
し
、
環
境
を
異
に
す
る
こ
の
東
西
両
詩
人
の
似
よ
り
の
最
も
深
い
も
の
を
こ
の
点
に
認
め
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
こ

今
か
ら
廿
余
年
前
、

J
.
C
・
ス
ミ
ス
と
い
う
学
者
が
「
ワ
ー
ヅ
ワ
ス
研
究
」

A
 S
t
u
d
y
 o
f
 W
o
r
d
s葵
0
r
t
h
と
い
う
僅
か
百
三

頁
の
小
著
を
公
に
し
ま
し
た
。
私
は
い
ま
も
こ
の
さ
さ
や
か
な
書
を
ワ
ー
ヅ
ワ
ス
に
つ
い
て
書
か
れ
た
も
っ
と
も
す
ぐ
れ
た
入
門
書

の
―
つ
で
あ
り
、
ま
た
専
門
の
学
者
に
と
っ
て
も
示
唆
す
る
と
こ
ろ
の
深
い
本
で
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
ス
ミ
ス
が
こ
の
書

の
冒
頭
の

'
O
r
g
a
n
i
c
Sensibility'

と
題
す
る
章
の
中
で
、
ワ
ー
ヅ
ワ
ス
の
感
覚
的
特
徴
と
し
て
挙
げ
て
い
る
点
が
、
芭
蕉
の
句

に
見
ら
れ
る
特
徴
と
合
致
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
の
一
個
所
を
引
き
ま
す
と
ー
ー
—

'• 
• 
• • 

h
e
 p
o
s
s
e
s
s
e
d
ー

ー

o
r
s
o
 
it 
s
e
e
m
s
 to 
m
e
ー

ー

a
r
e
m
a
r
k
a
b
l
e
 s
e
n
s
e
 
o
f
 
s
p
a
c
e
;
 
n
o
t
 o
f
 
d
i
s
t
a
n
c
e
 
o
n
l
y
ー

ー

(16) 

t
h
e
r
e
 M
i
l
t
o
n
 far 
s
u
r
p
a
s
s
e
s
 
h
i
m

ー

b
u
t
o
f
 
s
p
a
c
e
 i
n
 
t
h
r
e
e
 d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
,
 
0
 f
 solidity. 

（
彼
は
—
~
私
に
は
そ
う
思
え
る
の
だ
が
—
|
空
間
に
つ
い
て
特
異
の
感
覚
を
持
っ
て
い
た
よ
う
に
思
え
る
。
そ
れ
は
距
離
だ
け
に
つ
い
て
言
う

ソ
リ
デ
イ
テ
イ

の
で
は
な
<
|
ー
そ
の
点
で
は
ミ
ル
ト
ン
は
彼
を
遥
か
に
凌
駕
し
て
い
る
|
—
三
次
元
の
広
が
り
、
集
塊
性
の
感
覚
に
つ
い
て
で
は
あ
る
が
。
）

そ
し
て
そ
の
最
も
す
ぐ
れ
た
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
の
が
、
次
の
短
詩
の
四
行
で
あ
り
ま
す
。

と
を
こ
れ
か
ら
実
例
を
も
っ
て
説
明
い
た
し
た
い
と
存
じ
ま
す
。
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芭
蕉
と
ワ
ー
ヅ
ワ
ス
（
前
川
）

R
o
l
l
e
d
 r
o
u
n
d
 in 
earth's 
d
i
u
r
n
a
l
 
course, 

（
眠
り
は
私
の
魂
を
封
じ
た
。
私
は
人
の
世
の
お
そ
れ
を
覚
え
な
か
っ
た
。
彼
女
は
地
上
の
年
月
の
触
手
を
感
じ
る
は
ず
の
な
い
も
の
に
思
え
た

の
だ
。
彼
女
は
も
う
動
か
な
い
。
聞
く
こ
と
も
、
見
る
こ
と
も
な
い
。
地
球
の
日
ご
と
の
動
き
に
の
っ
て
、
岩
や
、
石
や
、
木
と
と
も
に
め
ぐ
る

ば
か
り
。
）

運
動
」
の
感
覚
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
例
で
も
わ
か
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
次
に
挙
げ
ま
す
別
の
例
を
読
み
ま
し
て
も
明

ら
か
で
あ
り
ま
す
。
即
ち
、
ワ
ー
ヅ
ワ
ス
は
子
供
の
時
分
、
鳥
の
卵
を
と
ろ
う
と
し
て
、
崖
を
攀
じ
て
い
た
時
に
眼
に
し
た
異
様
な

• • 
• 

・
t
h
e
 
s
k
y
 s
e
e
m
'
d
 n
o
t
 a
 s
k
y
 

(17) 

O
f
 earth, 
a
n
d
 w
i
t
h
 w
h
a
t
 m
o
t
i
o
n
 m
o
v
'
d
 t
h
e
 
c
l
o
u
d
s
 ! 

（
空
は
地
上
で
見
る
空
と
は
こ
と
か
わ
り
、
そ
れ
に
、
何
と
い
う
雲
の
動
き
。
）

こ
こ
に
は
「
巨
大
な
集
塊
が
虚
空
を
非
常
な
は
や
さ
で
動
い
て
行
く
こ
と
に
対
す
る
新
鮮
な
お
ど
ろ
き
と
、
目
の
ま
わ
る
よ
う
な

雲
の
動
き
を
描
い
て

ス
ミ
ス
は
自
分
で
は
っ
き
り
言
明
し
て
は
い
ま
せ
ん
が
、

W
i
t
h
 rocks, 
a
n
d
 stones, 
a
n
d
 trees. 

S
h
e
 n
e
i
t
h
e
r
 
h
e
a
r
s
 n
o
r
 s
e
e
s
 

N
o
 m
o
t
i
o
n
 h
a
s
 s
h
e
 n
o
w
,
 
n
o
 f
o
r
c
e
 

T
h
e
 t
o
u
c
h
 of 
e
a
r
t
h
l
y
 y
e
a
r
s
.
 

ワ
ー
ヅ
ワ
ス
の
特
異
の
感
覚
に
は
「
三
次
元
の
空
間
に
お
け
る
集
塊
の
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北
冥
有
魚
。
其
名
為
観
。
観
之
大
。
不
知
其
幾
千
里
也
。
化
而
為
鳥
。
其
名
為
鵬
。
鵬
之
背
。
不
知
其
幾
千
里
也
。
怒
而
飛
。
其

翼
若
垂
天
之
雲
。
是
鳥
也
。
海
運
則
将
徒
於
南
冥
。
南
冥
者
。
天
池
也
。

も
の
で
し
た
。
そ
の
例
と
し
て
、

こ
れ
は
芭
蕉
の
よ
う
な
心
性
の
持
主
に
強
烈
に
訴
え
る
も
の
を
持
っ
て
い
た
と
想
像
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
独
自
の
詩
風
を
確
立
し

て
以
来
、
芭
蕉
が
実
際
に
作
っ
た
こ
の
種
の
句
は
、
現
実
に
即
し
、
し
か
も
空
間
的
感
覚
と
集
塊
の
運
動
の
感
覚
を
豊
か
に
具
え
た

ま
ず
挙
げ
た
い
句
は

五
月
雨
を
集
め
て
は
や
し
最
上
川

で
あ
り
ま
す
。
こ
の
句
に
つ
い
て
は
、
物
理
学
者
で
あ
り
、
す
ぐ
れ
た
文
学
者
で
あ
っ
た
寺
田
寅
彦
が
興
味
深
い
批
評
を
し
て
い
ま

「
は
や
し
」
は
速
度
を
描
き
、
両
者
相
合
し
て
水
量
の
巨
大
な
運
動
量
を
表
現
し
て
い
る

す
。
彼
が
言
う
に
は
「
集
め
て
」
は
量
、

と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
句
は
兼
好
の
歌

を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
は
申
す
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
問
題
は
、
元
の
和
歌
を
俳
句
の
短
か
さ
に
縮
め
て
、
そ
の
た
め
却
っ
て
巨
大

な
運
動
量
の
感
じ
を
打
ち
出
し
て
い
る
点
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
ワ
ー
ヅ
ワ
ス
に
似
か
よ
う
、
芭
蕉
に
特
有
の
感
覚
に
由
来
す
る
も

の
と
思
わ
れ
ま
す
。

最
上
川
早
く
ぞ
ま
さ
る
雨
雲
の

昇
れ
ば
下
る
五
月
雨
の
頃

こ
こ
で
思
い
出
す
の
は
、

「
荘
子
」
内
篇
剪
頭
の
叙
述
で
あ
り
ま
す
。

(18) 

重
圧
感
」
が
ひ
し
ひ
し
と
読
者
の
胸
を
打
つ
の
で
あ
り
ま
す
。
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芭

蕉

と

ワ

ー

ヅ

ワ

ス

（

前

川

）

し
出
る
向
う
に
あ
っ
て
、

と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
で
は
海
に
入
る
も
の
、
海
に
入
れ
ら
れ
る
も
の
が
太
陽
で
な
く
て
最
上
川
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
後
に
あ

の
よ
う
に
変
え
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
句
に
つ
い
て
は
、
幸
田
露
伴
が
次
の
よ
う
に
解
し
て
い
ま
す
。
「
此
の
句
の
『
暑
き

日
』
は
爛
々
た
る
大
日
が
海
に
入
り
終
ろ
う
と
し
て
、
僅
か
に
十
の
一
を
水
の
上
に
見
せ
て
い
る
と
こ
ろ
だ
。
そ
れ
が
最
上
川
の
押

そ
れ
を
最
上
川
が
海
に
押
し
入
れ
た
も
の
と
し
て
表
わ
し
た
と
こ
ろ
が
よ
い
。

川
の
力
に
し
て
あ
る
と
こ
ろ
が
こ
の
句
の
急
所
で
あ
る
。
」

涼
し
さ
や
海
に
入
れ
た
る
最
上
川

せ
ま
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

元
来
こ
の
句
は
芭
蕉
が
と
め
て
も
ら
っ
た
知
人
の
宅
船
宿

|
l

—
で
巻
い
た
歌
仙
の
発
句
と
し
て
詠
ん
だ
も
の
で
、

最
上
川
に
面
し
て
い
た
た
め
に
最
上
川
を
詠
み
こ
ん
で

五
月
雨
を
集
め
て
涼
し
最
上
川

と
あ
っ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
そ
の
数
日
後
、

五
月
雨
の
た
め
に
「
水
み
な
ぎ
り
て
危
し
」
と
あ
る
そ
の
最
上
川
を
芭
蕉

は
舟
で
下
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
と
ぎ
「
涼
し
」
を
「
早
し
」
と
変
え
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
五
月
雨
に
水
嵩

の
増
し
た
最
上
川
を
舟
で
下
る
と
き
の
体
験
を
詠
ん
だ
句
と
し
て
味
わ
う
と
き
、
寅
彦
の
評
語
が
更
に
強
い
実
感
を
も
っ
て
我
等
に

こ
の
句
を
誦
す
る
と
き
、
自
然
に
連
想
さ
れ
る
の
は
、
同
じ
く
最
上
川
を
詠
ん
だ

暑
き
日
を
海
に
入
れ
た
り
最
上
川

で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
も
元
は
と
言
え
ば
、
や
は
り
歌
仙
の
発
句
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
歌
仙
は
、

て
酒
田
港
に
つ
い
た
と
き
、

さ
き
の
よ
う
に
し
て
最
上
川
を
下
っ

そ
こ
の
さ
る
豪
商
の
亭
で
巻
い
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
と
き
の
句
と
し
て
は
、

そ
の
宅
が

『
入
れ
た
り
』
と
云
っ
て

こ
の
裏
に
寅
彦
の
所
謂
「
運
動
量
」
の
感
覚
が
働
い
て
い
る
こ
と
は
申
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の
よ
う
に
、
普
通
な
ら
ば
自
動
詞
を
使
う
と
こ
ろ
を
他
動
詞
に
し
た
場
合
が
多
い
。

ば
「
佐
渡
に
横
た
は
る
天
の
河
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、

て
、
は
じ
め
て
全
句
が
生
動
の
趣
き
を
得
て
来
る
の
で
あ
り
ま
す
、
そ
の
わ
け
は
「
み
な
何
も
の
か
が
、
大
自
然
を
そ
の
よ
う
に
動

か
し
て
い
る
」
の
で
あ
り
「
そ
の
主
人
公
は
…
…
造
化
の
神
で
あ
り
、
万
物
流
転
の
天
地
の
秘
さ
れ
た
力
、

(20) 

造
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
こ
で
「
不
易
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
来
ま
し
た
の
を
機
会
に
、
芭
蕉
の
「
不
易
流
行
」
の
語
に
触
れ
て
見
た
い
と
思
い
ま
す
。

芭
蕉
は
こ
の
言
葉
を
主
と
し
て
詩
歌
に
つ
い
て
言
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
歌
の
す
が
た
は
時
代
に
よ
っ
て
変
っ
て
行
く
が
、

変
っ
て
行
く
姿
の
中
に
古
今
を
通
じ
て
変
ら
ぬ
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
が
不
易
だ
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
彼
の
語
と
し
て

録
さ
れ
て
い
る
「
流
行
」
に
つ
い
て
の
く
だ
り
に
は
「
千
変
万
化
す
る
物
は
自
然
の
理
な
り
」
と
い
う
言
葉
も
あ
り
ま
す
。
芭
蕉
は

こ
の
言
葉
の
中
に
詩
歌
の
み
な
ら
ず
、
ひ
ろ
く
宇
宙
、
人
生
に
つ
い
て
の
真
理
を
語
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
に
関
連

ワ
ー
ヅ
ワ
ス
の
「
シ
ム
。
フ
ロ
ン
越
え
」
と
題
す
る
詩
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
彼
が
大
学
在
学
中
の
最
後
の

し
て
紹
介
し
た
い
の
は
、

吹
き
飛
ば
す
石
は
浅
間
の
野
分
か
な

ほ
と
と
ぎ
す
声
横
た
ふ
や
水
の
上

六
月
や
峰
に
雲
置
く
嵐
山

つ
ま
り
「
不
易
」
の
創

そ
れ
は
最
早
文
法
の
問
題
で
は
な
い
。

「
横
た
ふ
」
と
な
っ

「
荒
海
」
の
句
の
場
合
な
ど
、
意
味
か
ら
言
え

す
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
句
で
は
海
に
日
を
入
れ
る
主
体
は
最
上
川
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
言
い
換
え
れ
ば
大
自
然
の

力
、
生
々
働
い
て
や
ま
ぬ
造
化
の
力
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
句
や
先
の
旬
に
限
ら
ず
、
芭
蕉
の
句
に
は

荒
洵
や
佐
渡
に
横
た
ふ
天
の
河
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O
f
 t
h
e
 s
a
m
e
 face, 
b
l
o
s
s
o
m
s
 u
p
o
n
 o
n
e
 tree, 

C
h
a
r
a
c
t
e
r
s
 o
f
 
t
h
e
 g
r
e
a
t
 A
p
o
c
a
l
y
p
s
e
,
 

T
h
e
 t
y
p
e
s
 a
n
d
 s
y
m
b
o
l
s
 o
f
 
E
t
e
r
n
i
t
y
,
 

0
 f
 first, 
a
n
d
 last `
 
a
n
d
 m
i
d
s
t
,
 
a
n
d
 w
i
t
h
o
u
t
 e
n
d
.
 

(
|
小
川
と
道
路
が
こ
の
薄
暗
い
山
道
の
道
連
れ
で
あ
っ
た
。
私
等
は
そ
れ
ら
と
と
も
に
数
時
間
ゆ
っ
く
り
し
た
足
ど
り
で
歩
き
つ
づ
け
た
。

朽
ち
か
け
て
い
な
が
ら
決
し
て
朽
ち
は
て
る
こ
と
の
な
い
途
方
も
な
く
高
い
森
、
不
動
の
も
の
の
よ
う
に
か
か
る
瀑
布
、
曲
り
角
ご
と
の
、
せ
ま

い
割
れ
目
に
、
乱
れ
て
わ
び
し
げ
に
ぷ
っ
か
り
合
う
風
と
風
、
紺
碧
の
空
か
ら
矢
の
よ
う
に
流
れ
下
る
急
流
、
私
等
の
近
く
で
つ
ぷ
や
く
岩
、
道

き
り
さ
め

ば
た
で
、
ま
る
で
声
あ
る
も
の
の
よ
う
に
語
り
か
け
る
霧
雨
の
し
た
た
る
黒
い
断
崖
、
荒
れ
く
る
う
流
れ
の
、
お
ぞ
ま
し
く
、
眼
の
く
ら
む
よ
う

な
眺
め
、
奔
放
の
雲
と
層
々
の
天
、
騒
乱
と
平
安
、
暗
と
光
ー
~
そ
の
す
べ
て
は
一
っ
心
の
働
き
、
同
じ
顔
の
目
鼻
だ
ち
、
一
っ
木
に
咲
く
花
、

大
い
な
る
黙
示
の
文
字
、
太
初
の
、
終
末
の
、
只
中
の
、
そ
し
て
果
つ
る
こ
と
の
な
い
、
「
永
遠
」
の
印
と
象
微
の
よ
う
に
思
え
た
の
だ
っ
た
。
）

こ
の
詩
に
つ
い
て
ヂ
ョ
ン
・
ヂ
ョ
ウ
ン
ズ
と
い
う
英
国
の
学
者
は
次
の
よ
う
な
示
唆
に
富
ん
だ
解
釈
を
し
て
い
ま
す
。

F
o
r
e
s
t
s
 
a
r
e
 
u
n
a
p
p
r
o
a
c
h
a
b
l
e
 
b
y
 d
e
a
t
h
 
b
e
c
a
u
s
e
 
t
h
e
 
s
e
e
d
s
 
o
f
 
life 
a
r
e
 n
o
u
r
i
s
h
e
d
 i
n
 
their 
d
y
i
n
g
:
 
t
o
 

t
h
e
 
m
o
r
t
a
l
i
t
y
 
o
f
 
life 
t
h
e
y
 
o
p
p
o
s
e
 
t
h
e
 
vitality 
o
f
 
d
e
a
t
h
,
 
a
n
d
 s
o
 W
o
r
d
s
w
o
r
t
h
 c
a
n
 call 
t
h
e
m
 a
 c
o
n
s
o
-

lation, 
a
n
d
 
a
 t
y
p
e
 
o
f
 
eternity. 

H
i
s
 
t
h
o
u
g
h
t
 
h
e
r
e
 
is 
v
e
r
y
 c
o
m
p
a
c
t
.
 

w
a
t
e
r
f
a
l
l
s
"
 
t
h
e
 
e
t
e
r
n
i
t
y
 
t
h
e
m
e
 
is 
m
a
i
n
t
a
i
n
e
d
 
a
n
d
 
e
x
t
e
n
d
e
d
.
 

(23) 

d
e
a
t
h
,
 
s
o
 
m
o
v
i
n
g
 w
a
t
e
r
 is 
t
h
a
t
 
o
f
 
c
h
a
n
g
e
l
e
s
s
 c
h
a
n
g
e
.
 

（
森
は
そ
の
死
滅
に
際
し
て
、
生
の
芽
が
っ
ち
か
わ
れ
る
が
故
に
、
死
の
近
づ
き
を
ゆ
る
さ
な
い
。
生
の
死
滅
性
に
対
し
て
森
は
死
の
復
活
性
を

コ
ム
パ
ク
ト

対
抗
さ
せ
る
。
か
く
て
ワ
ー
ヅ
ワ
ス
は
そ
れ
ら
を
「
慰
藉
」
「
永
遠
の
印
」
と
呼
び
得
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
彼
の
思
想
は
簡
潔
で
あ
る
。

A
s
 t
h
e
 
f
o
r
e
s
t
 
is 
t
h
e
 
t
y
p
e
 
o
f
 
life 
i
n
 

I
n
 
"
t
h
e
 
s
t
a
t
i
o
n
a
r
y
 
blasts 
o
f
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芭
蕉
と
ワ
ー
ヅ
ワ
ス
（
前
川
）

―
つ
の

で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
こ
の
句
の
中
の
「
か
」
に
つ
い
て
は
、
岡
崎
義
恵
氏
の
説
に
聴
く
べ
き
も
の
が
あ
り
ま
す
。
氏
に
し
た
が
え

「
し
か
し
こ
の
疑
問
は
、
故
郷
に
帰
ろ
う
と
す
る
友
に
、

郷
里
に
帰
る
の
か
』
と
呼
び
か
け
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
帰
る
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
る
の
に
、
更
め
て
そ
れ
を
疑
う
か
の
よ
う
に

問
い
か
け
る
の
は
、
帰
ろ
う
と
す
る
友
の
心
に
感
情
を
移
入
し
、
帰
郷
と
い
う
こ
と
を
今
一
度
確
認
し
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
、

種
の
感
動
状
態
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
…
…
『
山
吹
よ
お
前
は
散
る
の
か
』
『
山
吹
よ
何
故
に
脆
く
も
散
り
こ
ほ
れ
る
の
か
』

ー
こ
の
よ
う
な
疑
問
を
芋
む
感
慨
が
あ
る
」
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
氏
は
更
に
語
を
継
い
で
、

び
き
と
、
山
吹
の
脆
く
は
か
な
く
こ
ぼ
れ
散
る
姿
と
、

そ
れ
ら
に
移
感
し
た
自
己
の
生
命
感
と
が
、

ば
こ
れ
は
「
相
当
疑
問
の
意
を
含
ん
だ
感
動
」
で
あ
り
ま
す
が
、

こ
こ
で
は
渾
融
し
て
、

生
命
感
に
な
っ
て
い
る
。
滝
と
山
吹
と
は
―
つ
の
造
化
の
力
に
操
ら
れ
る
よ
う
に
、
ひ
び
き
と
動
き
を
合
わ
せ
て
い
る
。
二
つ
の
官

能
的
世
界
は
内
面
に
お
い
て
―
つ
の
も
の
の
象
徴
で
あ
る
°
|
ー
'
こ
の
よ
う
な
芭
蕉
的
象
徴
の
深
さ
を
感
取
す
る
た
め
に
は
、
こ
の

『
か
』
は
単
に
『
や
』
の
如
き
も
の
で
は
な
く
、
目
に
見
え
な
い
世
界
に
探
り
を
入
れ
る
よ
う
な
、
微
妙
な
疑
問
の
影
を
芋
む
も
の

(24) 

と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
」

こ
の
説
に
は
私
も
全
く
同
感
で
あ
り
ま
す
。
た
だ
、
氏
の
評
言
に
は
、
「
不
変
」
「
永
遠
」

「
滝
（
こ
こ
で
は
急
渦
）
の
ひ

『
君
は

ほ
ろ
ほ
ろ
と
山
吹
散
る
か
滝
の
音

わ
し
て
い
る
の
が
、
芭
蕉
の

「
不
動
に
懸
る
滝
」
に
「
永
遠
」
の
主
題
は
維
持
せ
ら
れ
、
発
展
さ
せ
ら
れ
る
。
森
が
「
死
中
の
生
」
の
象
微
で
あ
る
よ
う
に
、
流
れ
行
く
水
は

「
不
変
の
変
化
」
の
象
微
で
あ
る
。
）

実
の
ア
ル
。
フ
ス
の
眺
め
の
う
ち
に
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
哲
理
を
、

つ
ま
り
ワ
ー
ヅ
ワ
ス
は
こ
の
詩
の
中
で
、

「
万
物
一
体
」
の
神
秘
的
体
験
に
即
し
て
、
芭
蕉
の
所
謂
「
不
易
流
行
」
の
理
を
、
現

コ
ム
パ
ク
ト

ワ
ー
ヅ
ワ
ス
よ
り
も
更
に
「
簡
潔
」
に
あ
ら
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、/

と
カ ヽr

と
カ

空
山
不
見
人(26) 

但
聞
人
語
薯 (25) 

鳥
暗
山
更
幽

な
趣
味
は

を
想
わ
せ
る
よ
う
に
沿
々
と
ひ
び
い
て
や
ま
ぬ
激
滞
の
音
と
、
自
然
の
変
化
の
相
を
あ
ら
わ
す
か
の
よ
う
に
、
ほ
ろ
ほ
ろ
と
散
る
山

吹
の
姿
と
の
対
比
に
説
き
及
ん
で
い
な
い
の
が
い
さ
さ
か
物
足
り
な
い
気
が
い
た
し
ま
す
。
こ
れ
は
自
然
の
事
物
に
接
す
る
に
あ
た

「
不
易
」
と
「
流
行
」
と
い
う
矛
盾
す
る
両
面
を
具
え
た
宇
宙
、
人
生
へ
の
探
り
を
入
れ
た
句
と
し
て
、
深
い
感
銘
を
呼
ぶ
句

で
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
心
境
に
立
つ
芭
蕉
は
、

と
め
方
に
お
い
て
、
甚
だ
近
い
も
の
が
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

滝
の
音
が
出
て
来
ま
し
た
の
で
、
芭
蕉
、

ワ
ー
ヅ
ワ
ス
両
詩
人
の
音
の
扱
い
方
に
つ
い
て
触
れ
て
見
た
い
と
思
い
ま
す
。
両
詩
人

か
そ

は
音
に
は
敏
感
で
あ
り
ま
す
。
こ
と
に
、
静
寂
の
極
み
に
あ
っ
て
の
幽
け
き
音
と
い
っ
た
趣
を
非
常
に
愛
し
ま
す
。

(27) 

伐
木
丁
々
山
更
幽

と
い
っ
た
風
に
、
東
洋
の
詩
歌
に
は
さ
し
て
珍
ら
し
く
な
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
ワ
ー
ヅ
ワ
ス
は
よ
く
こ
う
い
う
趣
を
詩

に
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
甚
だ
東
洋
的
で
あ
り
ま
す
。
例
を
一
、
二
挙
げ
ま
す
。
山
中
に
あ
る
小
さ
な
湖
の
こ
と
を
英
語
で

'tarn'
と

申
し
ま
す
。
人
跡
稀
な
こ
の
小
湖
の
水
面
に
時
折
魚
の
跳
ね
る
音
を
捉
え
た
句
が
、
彼
の
書
い
た

F
i
d
e
l
i
t
y

りヽ

「
シ
ム
。
フ
ロ
ン
」
を
越
え
る
際
の
ワ
ー
ヅ
ワ
ス
と
、

と
い
う
詩
の
中
に
あ

一
体
こ
の
よ
う

そ
の
宇
宙
、
人
生
の
受
け
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芭

蕉

と

ワ

ー

ヅ

ワ

ス

（

前

川

）

T
h
e
r
e
 s
o
m
e
t
i
m
e
s
 d
o
t
h
 a
 l
e
a
p
i
n
g
 fish 

(28) 

S
e
n
d
 t
h
r
o
u
g
h
 t
h
e
 t
a
r
n
 a
 l
o
n
e
l
y
 c
h
e
e
r
.
 

こ
れ
な
ど
、

ワ
ー
ヅ
ワ
ス
を
除
い
て
、
西
洋
の
詩
に
は
一
寸
見
ら
れ
な
い
も
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

• • 
• • 
• • 

s
e
e
i
n
g
 n
o
u
g
h
t
,
 
n
o
u
g
h
t
 h
e
a
r
i
n
g
,
 
s
a
v
e
 

W
h
e
n
 h
e
r
e
 a
n
d
 there, 
a
b
o
u
t
 t
h
e
 g
r
o
v
e
 o
f
 O
a
k
s
 

W
h
e
r
e
 w
a
s
 m
y
 be
d
,
 
a
n
 a
c
o
r
n
 f
r
o
m
 t
h
e
 t
r
e
e
s
 

Fell 
a
u
d
i
b
l
y
,
 
a
n
d
 w
i
t
h
 a
 startling 
s
o
u
n
d
.
 

何
も
見
ず
、
何
も
聞
か
ず
、
た
だ

か
し
わ

私
の
寝
床
の
あ
る
桝
の
森
の

こ
こ
か
し
こ
の
、
樹
か
ら
離
れ
た
木
の
実
が

音
立
て
て
落
ち
て
は
、
耳
驚
か
せ
る
ば
か
り
。

こ
こ
で
芭
蕉
に
移
り
ま
す
。
彼
に
「
古
池
や
」
の
句
が
あ
り
ま
す
。
有
名
な
割
合
に
、

こ
こ
で
、
さ
き
に
引
用

そ
の
句
が
ど
の
よ
う
な
情
景
、
ま
た
は
心

景
を
う
た
っ
た
か
に
つ
い
て
は
諸
家
の
間
に
説
が
一
致
し
ま
せ
ん
、
た
だ
、
芭
蕉
の
門
人
各
務
支
考
は
「
蛙
の
水
に
落
つ
る
音
し
ば

し
ば
な
ら
ね
ば
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
遅
々
と
し
て
静
か
な
春
の
昼
間
、
蛙
が
池
に
飛
び
こ
む
水
音
が
時
々
思
い
出
し
た
よ
う
に
き

こ
え
て
来
る
の
ど
か
な
気
分
を
う
た
っ
た
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
こ
う
解
釈
す
る
と
き
、
片
方
は
山
中
の
湖
か
、
森
中
、
他
は
池
辺

し
ま
し
た
「
序
曲
」
の
一
節
の
終
り
四
行
を
思
い
出
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

り

ま

す

I
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の
違
い
こ
そ
あ
れ
、
静
寂
さ
が
時
折
幽
か
な
動
き
に
よ
っ
て
破
ら
れ
る
微
妙
な
音
の
世
界
に
身
を
置
く
心
境
を
描
い
て
い
る
点
に
、

が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
芭
蕉
が
隅
田
川
畔
、
深
川
の
芭
蕉
雇
に
住
ま
っ
て
い
た
頃
の
作
品
で
あ
り
ま
す
。
芭
蕉
雇
は
三
度
そ
の
場
所

を
変
え
て
い
ま
す
が
、
大
体
い
ま
の
江
東
区
の
常
盤
町
あ
た
り
に
た
っ
て
い
た
ら
し
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
か
ら
浅
草
は
、
ほ
ぼ

北
に
あ
た
り
、
直
線
距
離
に
し
て
約
三
キ
ロ
半
、
ま
た
上
野
は
芭
蕉
庵
の
辺
か
ら
見
る
と
、
浅
草
へ
の
方
角
か
ら
約
廿
度
西
に
な
り
、

距
離
は
浅
草
へ
の
距
離
に
く
ら
べ
て
梢
遠
く
に
な
り
ま
す
。
当
時
、
芭
蕉
庵
の
あ
っ
た
あ
た
り
は
全
く
の
田
舎
で
、
浅
草
も
人
家
が

ま
ば
ら
で
あ
り
、
芭
蕉
庵
か
ら
は
隅
田
の
清
流
を
へ
だ
て
て
浅
草
の
桜
も
上
野
の
桜
も
遠
く
望
見
出
来
た
と
言
わ
れ
ま
す
。
即
ち
、

こ
の
句
は
遠
望
の
句
で
あ
る
。
春
の
日
、
浅
草
、
上
野
の
桜
が
ま
る
で
相
つ
ら
な
る
か
の
よ
う
に
類
隷
模
糊
と
し
て
遠
く
に
か
す
ん

で
見
え
る
中
に
、

い
ず
こ
か
ら
と
も
な
く
梵
鐘
の
声
が
き
こ
え
て
来
る
。
あ
れ
は
遠
く
の
浅
草
寺
か
ら
打
ち
出
す
鐘
の
音
で
あ
ろ
う

か
、
そ
れ
と
も
も
っ
と
左
の
方
角
の
、
も
少
し
遠
い
上
野
の
寛
永
寺
の
鐘
の
音
で
あ
ろ
う
か
と
、
耳
す
ま
せ
な
が
ら
臆
測
を
め
ぐ
ら

そ
の
支
え
に
な
っ
て
い
る
も
の
が
、
視
覚
と
聴
覚
の
雙
方
の
働
き
に

せ
て
い
る
芭
蕉
の
心
の
姿
が
浮
ん
で
ま
い
り
ま
す
。
そ
し
て
、

よ
る
、
広
大
な
空
間
感
覚
で
あ
る
こ
と
は
あ
ら
た
め
て
申
す
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

貞
享
五
年
、
芭
蕉
が
数
え
の
四
十
五
オ
の
春
、
伊
勢
神
宮
に
詣
で
た
時
の
句
に

に
ほ
ひ

何
の
木
の
花
と
は
知
ら
ず
匂
か
な

が
あ
り
ま
す
。
こ
の
句
は
西
行
の
作
と
伝
え
ら
れ
る

花
の
雲
鐘
は
上
野
か
浅
草
か

音
を
扱
っ
た
芭
蕉
の
句
と
し
て
は
、
外
に
余
り
に
も
有
名
な

両
者
か
わ
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
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く

だ

ん

す

が

を
念
頭
に
置
い
て
作
ら
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
件
の
歌
か
ら
脱
化
し
た
に
ち
が
い
な
い
こ
の
句
が
、
何
と
清
々

し
い
新
鮮
な
感
覚
を
た
た
え
て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
当
時
、
伊
勢
神
宮
は
芭
蕉
の
よ
う
な
僧
形
の
者
に
神
域
深
く
立
ち
入
る
こ
と

を
許
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
志
田
義
秀
氏
の
詳
し
い
考
証
に
よ
れ
ば
、
当
時
内
宮
の
方
で
は
、
五
十
鈴
川
の
橋
を
渡
っ
た
川
べ
り

を
行
っ
た
と
こ
ろ
に
、
僧
尼
や
僧
形
の
人
々
の
た
め
の
遥
拝
所
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
芭
蕉
も
こ
の
造
拝
所
か
ら
神
域
を
拝
し

つ
つ
、

芭
蕉
と
ワ
ー
ヅ
ワ
ヌ
（
前
川
）

こ
の
句
を
詠
ん
だ
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
花
の
句
は
神
域
か
ら
匂
っ
て
来
ま
す
。

の
木
の
花
」
と
い
う
意
味
の
外
に
、

通
じ
て
、
静
か
で
森
厳
な
神
域
の
ひ
ろ
が
り
を
感
じ
さ
せ
る
句
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ま
で
挙
げ
て
来
ま
し
た
芭
蕉
の
句
や
ワ
ー
ヅ
ワ
ス
の
作
品
の
多
く
が
読
む
者
の
心
を
惹
き
つ
け
て
や
ま
な
い
の
は
、
そ
れ
ら

が
広
漠
と
し
た
三
次
元
の
ひ
ろ
が
り
の
外
的
な
世
界
と
、
内
心
の
世
界
と
の
微
妙
な
か
か
わ
り
合
い
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
と
こ

ァ
ン
ボ
エ
テ
イ
カ
ル

ろ
に
あ
り
ま
す
。
た
だ
ワ
ー
ヅ
ワ
ス
の
場
合
は
、
そ
の
関
係
、
交
渉
が
あ
ら
わ
に
、
時
に
は
非
詩
的
な
談
義
の
形
を
と
っ
て
詩
中

に
説
か
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
芭
蕉
の
場
合
、
そ
の
短
小
な
句
の
中
に
、
そ
の
微
妙
な
か
か
わ
り
合
い
が
、
さ
り
げ
な
い
客
観
的

な
描
写
か
、
又
は
主
観
的
な
情
緒
の
表
白
の
形
を
と
っ
て
暗
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
ワ
ー
ヅ
ワ
ス
に
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
行
き
方
の

「
ど
こ
に
生
え
て
い
る
木
の
花
」
の
意
が
添
わ
っ
て
来
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
嗅
覚
を

成
功
し
た
典
型
的
な
例
は
、

'
T
h
e
r
e

w
a
s
 
a
 b
o
y
'

と
い
う
言
葉
で
は
じ
ま
る
詩
の
中
の
次
の
八
行
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

T
h
e
n
 s
o
m
e
t
i
m
e
s
,
 
i
n
 
t
h
a
t
 silence, 
w
h
i
l
e
 
h
e
 h
u
n
g
 

L
i
s
t
e
n
i
n
g
,
 
a
 g
e
n
t
l
e
 
s
h
o
c
k
 o
f
 
m
i
l
d
 s
u
r
p
r
i
s
e
 

か
た
じ
け
な
さ
に
涙
こ
ぼ
る
る

な
に
ご
と
の
お
は
し
ま
す
か
は
知
ら
ね
ど
も

「
何
の
木
の
花
」
と
は
「
ど
う
い
う
種
類
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で
あ
り
ま
す
。

『
近
江
』
は
『
丹
波
』
に
も
、

こ
の
句
に
つ
巻
ま
し
て
は
、

行
く
春
を
近
江
の
人
と
惜
し
み
け
る

H
a
s
 c
a
r
r
i
e
d
 
far 
into 
his 
h
e
a
r
t
 t
h
e
 v
o
i
c
e
 

O
f
 m
o
u
n
t
a
i
nー

torrents,

o
r
 
t
h
e
 visible 
s
c
e
n
e
 

W
i
t
h
 all 
its 
s
o
l
e
m
n
 i
m
a
g
e
r
y
,
 
its 
r
o
c
k
s
,
 

Its 
w
o
o
d
s
,
 
a
n
d
 t
h
a
t
 
u
n
c
e
r
t
a
i
n
 
h
e
a
v
e
n
 r
e
c
e
i
v
e
d
 

I
n
t
o
 
t
h
e
 b
o
s
o
m
 0
 f
 

t
h
e
 s
t
e
a
d
y
 lake・ 

（
そ
し
て
時
折
、
そ
の
静
け
さ
に
彼
が
耳
す
ま
す
と
き
、
軽
い
驚
き
の
衝
撃
が
彼
の
心
の
奥
深
く
、
山
の
急
流
の
声
を
み
ち
び
き
入
れ
る
の
で
あ

っ
た
。
ま
た
目
に
す
る
光
景
が
そ
の
厳
か
な
す
が
た
か
た
ち
、
岩
、
森
、
そ
し
て
や
す
ら
か
な
湖
面
に
う
つ
し
出
さ
れ
た
定
か
な
ら
ぬ
空
と
と
も

に
、
い
つ
知
ら
ず
、
彼
の
心
に
は
い
り
こ
む
の
で
あ
っ
た
。
）

芭
蕉
の
場
合
、

そ
の
空
間
的
感
覚
を
句
の
裏
に
秘
め
た
句
と
し
て
こ
こ
に
挙
げ
た
い
の
は

「
去
来
抄
」
に
次
の
記
事
が
見
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
は
、
こ
の
芭
蕉
の
句
に
つ
い
て
、
尚

白
と
い
う
門
人
が
批
評
が
ま
し
い
こ
と
を
言
っ
た
の
に
対
し
て
、
芭
蕉
が
去
来
の
見
解
を
た
だ
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

『
行
く
春
』
は
『
行
く
歳
』
に
も
振
る
べ
し
（
言
い
替
え
て
も
よ
ろ

先
師
曰
く
、

「
尚
白
が
難
に
、

し
い
で
は
な
い
か
）
と
い
へ
り
。
汝
い
か
が
聞
き
は
べ
る
や
。
」
去
来
曰
く
、
「
尚
白
が
難
あ
た
ら
ず
。
湖
水
朦
朧
と
し
て
、
春
を
惜

た
よ

し
む
に
便
り
あ
る
べ
し
。
殊
に
今
日
の
上
に
は
べ
る
（
そ
の
上
、
こ
れ
は
実
際
作
者
が
体
験
し
た
こ
と
で
す
）
」
と
申
す
。
先
師
曰
く
、

「
し
か
り
。
古
人
も
こ
の
国
に
春
を
愛
す
る
こ
と
、
を
さ
を
さ
都
に
劣
ら
ざ
る
も
の
を
。
」
去
来
曰
く
、
「
こ
の
一
言
、
心
に
徹
す
。

W
o
u
l
d
 e
n
t
e
r
 
u
n
a
w
a
r
e
s
 into 
his 
m
i
n
d
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芭

蕉

と

ワ

ー

ヅ

ワ

ス

（

前

川

）

行
く
春
に
和
歌
の
浦
に
て
追
ひ
つ
い
た
り

で
あ
り
ま
す
。
芭
蕉
は
和
歌
の
浦
に
た
ど
り
つ
く
前
に
吉
野
の
花
を
た
ず
ね
、
高
野
の
山
に
詣
で
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
な
ぜ
に
和
歌

の
浦
に
来
て
「
こ
こ
で
や
っ
と
行
く
春
に
追
い
つ
い
た
」
と
い
う
感
慨
を
も
ら
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。
芭
蕉
は
打
ち
ひ
ら
け
た
、
つ

ま
り
空
間
的
に
広
大
な
感
じ
を
与
え
る
景
観
の
中
に
あ
っ
て
特
に
行
春
の
情
を
し
み
じ
み
と
感
じ
る
た
ち
の
人
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ

ま
す
。
そ
れ
に
は
琵
琶
湖
や
、
和
歌
の
浦
が
打
っ
て
つ
け
の
場
所
で
あ
る
。
和
歌
の
浦
の
場
合
、
山
中
か
ら
急
に
打
ち
ひ
ら
け
た
所

に
出
て
、
特
に
そ
の
感
を
深
く
し
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
尚
、
芭
蕉
は
古
歌
を
非
常
に
重
ん
じ
、
ど
こ
に
旅
を
す
る
に
も
あ
ら
か

じ
め
旅
先
の
古
歌
に
縁
あ
る
場
所
を
丹
念
に
し
ら
べ
て
、
そ
こ
を
一
っ
―
つ
訪
れ
て
い
ま
す
。
い
ま
の
句
に
つ
き
ま
し
て
も
、
新
古

今
集
寂
蓮
の
「
く
れ
て
ゆ
く
春
の
み
な
と
は
知
ら
ね
ど
も
霞
に
落
つ
る
宇
治
の
柴
ぶ
ね
」
を
引
き
、
芭
蕉
は
吉
野
川
づ
た
い
に
途
を

、
、
、
、
、
、

と
っ
て
、
今
そ
の
川
の
は
け
口
に
立
ち
、
ゆ
く
春
の
泊
り
と
し
て
の
和
歌
の
浦
（
港
）
を
眼
前
に
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
と
こ
ろ
に

惜
春
の
句
と
し
て
、

こ
の
空
間
感
覚
に
関
連
さ
せ
て
考
え
た
い
別
の
句
は

行
く
歳
近
江
に
ゐ
た
ま
は
ば
、

-
．
汝
は
去
来
、
共
に
風
雅
を
か
た
る
べ
き
も
の

い
か
で
か
こ
の
感
ま
し
ま
さ
ん
。
行
く
春
丹
波
に
ゐ
ま
さ
ば
、
も
と
よ
り
こ
の
情
う
か
ぶ
ま
じ
。

風
光
の
人
を
感
動
せ
し
む
る
こ
と
、

ま
こ
と
な
る
か
な
」
と
申
す
。
先
師
曰
く
、

(29) 

な
り
」
と
こ
と
さ
ら
に
悦
び
た
ま
ひ
け
り
。

こ
こ
に
は
近
江
が
旧
い
都
の
跡
で
あ
り
、
数
々
の
ゆ
か
し
い
歌
と
物
語
を
生
ん
だ
地
方
で
あ
る
と
い
う
意
識
が
芭
蕉
の
心
中
に
幾
重

に
も
重
な
り
合
っ
て
い
る
こ
と
は
申
す
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
い
ず
れ
に
し
ま
し
て
も
、
去
来
の
「
湖
水
朦
朧
と
し
て
春
を
惜
し
む

に
便
り
あ
る
べ
し
」
の
語
が
、
こ
の
句
を
案
ず
る
と
き
に
、
芭
蕉
の
心
中
に
ひ
ろ
が
っ
て
い
た
三
次
元
の
世
界
の
消
息
を
伝
え
て
遺

(30) 

憾
な
き
に
近
い
感
じ
が
い
た
し
ま
す
。
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、
、
、
、
ヽ

(31)

寂
蓮
の
春
の
み
な
と
の
気
持
が
味
を
引
い
て
い
る
と
説
く
人
も
い
ま
す
。
し
か
し
私
は
、

中
に
ま
ず
浮
か
ん
だ
古
歌
は
、
万
葉
集
中
に
あ
る
赤
人
の
歌

わ
か若

の
浦
に
潮
み
ち
く
れ
ば
潟
を
な
み

た
づ

芦
辺
を
さ
し
て
鶴
嗚
き
渡
る

で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
私
に
と
っ
て
、

運
動
の
感
覚
を
詠
み
こ
ん
だ
歌
は
、

こ
の
歌
程
に
、
な
だ
ら
か
な
し
ら
べ
の
う
ち
に
広
大
な
景
観
と
、
そ
の
空
間
に
関
係
し
た

日
本
詩
歌
を
通
じ
て
そ
う
数
多
く
な
い
よ
う
に
思
え
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
芭
蕉
の
よ
う
な

心
性
の
詩
人
に
特
に
強
く
訴
え
る
と
こ
ろ
の
あ
っ
た
歌
と
思
わ
れ
ま
す
。
私
は
さ
き
の
芭
蕉
自
身
の
句
の
中
に
、
実
景
に
即
し
て
、

(32) 

こ
の
古
歌
の
空
間
的
感
覚
の
存
在
を
感
じ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
空
間
的
感
覚
と
そ
れ
に
結
び
つ
い
た
運
動
の
感
覚
に
つ
い
て
、
い
ま
少
し
考
え
て
見
た
い
と
思
い
ま
す
。
ワ
ー
ヅ
ワ
ス
の

「
序
曲
」
の
冒
頭
は
微
風
に
対
す
る
呼
び
か
け
に
は
じ
ま
っ
て
い
ま
す
。

O
h
 t
h
e
r
e
 is 
b
l
e
s
s
i
n
g
 
in 
this 
g
e
n
t
l
e
 
b
r
e
e
z
e
 

T
h
a
t
 b
l
o
w
s
 f
r
o
m
 t
h
e
 
g
r
e
e
n
 fields 
a
n
d
 f
r
o
m
 t
h
e
 c
l
o
u
d
s
 

A
n
d
 f
r
o
m
 t
h
e
 s
k
y
:
 
it 
b
e
a
t
s
 
a
g
a
i
n
s
t
 
m
y
 ch
e
e
k
,
 

(33) 

A
n
d
 s
e
e
m
s
 h
a
l
fー

c
o
n
s
c
i
o
u
s
of 
t
h
e
 j
o
y
 
it 
gives. 

こ
の
句
を
案
ず
る
に
つ
い
て
、
芭
蕉
の
胸

（
あ
あ
、
こ
の
そ
よ
風
に
は
祝
福
が
こ
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
緑
の
野
か
ら
、
雲
間
か
ら
、
空
か
ら
吹
き
来
た
っ
て
は
、
私
の
頬
に
触
れ
、
そ
の

あ
た
え
る
喜
び
を
自
分
で
知
っ
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。
）

そ
よ
風
は
お
だ
や
か
な
が
ら
広
大
無
辺
の
空
間
に
わ
た
る
大
気
の
動
揺
で
あ
り
、

ワ
ー
ヅ
ワ
ス
の
詩
的
霊
感
を
呼
び
覚
ま
す
こ
と
の
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芭
蕉
と
ワ
ー
ヅ
ワ
ス
（
前
川
）

五
月
雨
の
空
吹
き
落
と
せ
大
井
川

関
連
し
た
芭
蕉
の
句
を
い
ま
―
つ
挙
げ
れ
ば

吹
き
飛
ば
す
石
は
浅
間
の
野
分
か
な

た
句
と
し
て
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、

さ
き
に
触
れ
ま
し
た

強
大
な
自
然
現
象
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
そ
よ
風
が
動
き
を
強
め
ま
す
と
、

は
一
段
と
高
ま
り
ま
す
。

り
ま
せ
ん
で
し
た
。

こ
の
眼
に
見
え
ぬ
集
塊
の
運
動
の
心
に
及
ぼ
す
重
圧
感

ワ
ー
ヅ
ワ
ス
は
強
風
に
言
い
知
れ
ぬ
魅
力
を
感
じ
、

そ
れ
に
詩
作
の
機
縁
を
見
出
す
こ
と
が
珍
ら
し
く
あ

'
I
 

w
a
n
d
e
r
e
d
 
lonely 
a
s
 
a
 cloud'
で
は
じ
ま
る
、
水
仙
を
う
た
っ
た
彼
の
有
名
な
詩
は
、
微
風
ど
こ
ろ

か
、
実
は
嵐
気
味
の
強
風
の
下
に
烈
し
く
揺
れ
動
く
湖
畔
の
水
仙
の
景
観
か
ら
生
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
で
芭
蕉
も
大
気

の
強
烈
な
動
き
|
—
強
風
ー
ー
—
に
非
常
な
興
味
を
覚
え
る
た
ち
の
詩
人
だ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

で
あ
り
ま
す
。
吹
き
飛
ぶ
浅
間
山
館
の
軽
石
を
通
し
て
、
山
を
め
ぐ
る
大
気
の
す
さ
ま
じ
い
擾
乱
の
さ
ま
が
生
き
生
き
と
と
ら
え
ら

れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
と
並
ぶ
芭
蕉
の
野
分
の
句
は

猪
も
と
も
に
吹
か
る
る
野
分
か
な

で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
志
田
義
秀
氏
は
こ
の
句
を
評
し
て
、

で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

島
田
の
宿
に
滞
在
中
の
作
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
壮
大
な
大
気
の
動
き
を
捉
え

「
『
と
も
に
吹
か
る
る
』
の
表
現
に
よ
っ
て
、
地
上
も
の
み
な
の
吹
き
し

お
ら
れ
吹
き
放
た
れ
る
光
景
ま
で
が
見
る
が
如
く
に
感
ぜ
ら
れ
る
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
野
分
の
句
は
俳
句
に
は
乏
し
く
な
い
に
せ

よ
、
野
分
そ
の
も
の
の
す
さ
ま
じ
さ
を
こ
れ
ら
の
句
の
よ
う
に
感
じ
さ
せ
る
句
は
稀
な
よ
う
に
思
え
ま
す
。
大
気
の
烈
し
い
動
き
に

こ
れ
は
元
禄
七
年
五
月
、
芭
蕉
が
最
後
の
旅
に
江
戸
を
立
っ
て
上
方
に
赴
く
途
中
、
大
井
川
の
出
水
の
た
め
、

こ
の
句
も
最
上
川
の
句
と
同
様
に
大
井
川
の
水
の
量
感
が
圧
倒
的
な
表
現
を
見
せ
て
い
ま
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す
。
と
こ
ろ
で
こ
の
旬
に
用
い
ら
れ
た
動
詞
は
命
令
形
を
と
っ
て
い
ま
し
て
、
呼
び
か
け
る
相
手
が
川
か
、
風
か
、

せ
ん
が
、
眼
前
の
大
風
と
大
水
の
す
さ
ま
じ
い
現
象
の
内
に
、
作
者
が
自
然
の
中
に
働
く
神
秘
的
な
力
を
感
得
し
て
い
る
こ
と
は
明

こ
れ
に
関
連
し
て
、

い
ま
―
つ
芭
蕉
と
ワ
ー
ヅ
ワ
ス
に
共
通
す
る
大
き
な
特
色
に
触
れ
た
い
と
思
い
ま
す
。

に
非
常
に
雄
大
な
自
然
の
景
観
を
う
た
っ
て
い
な
が
ら
、
他
方
、
非
常
に
さ
さ
や
か
な
事
物
に
対
す
る
関
心
と
愛
情
が
深
い
と
い
う

こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
一
見
矛
盾
す
る
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
実
は
互
い
に
密
接
な
関
連
が
あ
り
ま
す
。
一
一
人
は
と
も
に
宇
宙

的
、
汎
神
論
的
な
感
覚
を
持
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
心
性
の
持
ち
主
は
、
有
限
の
事
物
の
う
ち
に
無
限
へ
の
つ
な
が
り
を
見
る

T
o
 s
e
e
 
a
 W
o
r
l
d
 in 
a
 g
r
a
i
n
 
of 
s
a
n
d
,
 

A
n
d
 a
 H
e
a
v
e
n
 in 
a
 w
i
l
d
 flower, 

H
o
l
d
 Infinity 
in 
t
h
e
 p
a
l
m
 of 
y
o
u
r
 h
a
n
d
,
 

(34) 

A
n
d
 E
t
e
r
n
i
t
y
 
in 
a
n
 h
o
u
r
.
 

た
な
こ
こ
ろ

（
一
粒
の
砂
に
世
界
を
見
、
野
の
花
に
天
国
を
見
、
君
の
掌
に
無
限
を
、
半
時
の
中
に
永
遠
を
握
る
。
）

と
い
っ
た
心
性
の
持
主
で
あ
り
ま
す
。
ワ
ー
ヅ
ワ
ス
は
好
ん
で
雛
菊
と
か
、

主
題
に
し
て
詩
を
作
っ
て
い
ま
す
。
彼
に
と
っ
て
は

T
o
 m
e
 t
h
e
 m
e
a
n
e
s
t
 f
l
o
w
e
r
 
t
h
a
t
 b
l
o
w
s
 c
a
n
 g
i
v
e
 

T
h
o
u
g
h
t
s
 t
h
a
t
 
d
o
 o
f
t
e
n
 lie 
too 
d
e
e
p
 for 
tears. 

人
で
あ
り
ま
す
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ブ
レ
イ
ク
の
言
葉
を
借
り
れ
ば

ら
か
で
あ
り
ま
す
。

は
っ
き
り
し
ま

そ
れ
は
両
詩
人
と
も

ク
サ
ノ
オ
ウ
と
か
、
蝶
と
い
っ
た
さ
さ
や
か
な
存
在
を
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芭

蕉

と

ワ

ー

ヅ

ワ

ス

（

前

川

）

天
然
二
寸
魚

白
小
群
分
命

ま
す
。

で
あ
り
ま
す
。

桑
名
の
浜
辺
で
詠
ん
だ
も
の
と
言
わ
れ
ま
す
。

こ
の
句
は
は
じ
め
に
作
っ
た
と
き
は
「
雪
薄
し
し
ら
魚
白
き
こ
と
一
寸
」
と
あ
り
ま
し
た
。
「
甲
子
吟
行
」
の
途
中
、

こ
の
句
に
杜
甫
の
「
白
小
」
と
い
う
詩
の
影
響
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り

あ
け明

ぼ
の
や
し
ら
魚
白
き
こ
と
一
寸

は と
い
っ
た
、

を
と
ら
え
な
が
ら
、

こ
ま
や
か
な
も
の
に
対
す
る
愛
情
と
観
察
を
し
め
す
句
を
作
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
こ
に
は
非
常
に
小
さ
な
事
物

そ
の
周
囲
に
ひ
ろ
が
る
広
大
な
空
間
を
感
じ
さ
せ
る
句
を
と
り
出
し
て
吟
味
し
て
見
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ

お
き
あ
が
る
菊
ほ
の
か
な
り
水
の
あ
と

ヽ

と
カ

よ
く
見
れ
ば
な
づ
な
花
咲
く
垣
根
か
な

ノヽ

と
カ

の
で
あ
り
ま
す
。
芭
蕉
に
も

山
路
来
て
何
や
ら
ゆ
か
し
墓
草

（
私
は
ど
れ
程
さ
さ
や
か
な
花
か
ら
も
、
し
ば
し
ば
涙
に
あ
ま
る
思
い
を
そ
そ
ら
れ
る
）
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道
の
べ
の
木
植
は
馬
に
食
は
れ
け
り 「

明
ぼ
の
」
は
「
暁
」
で
あ
っ
て
も
、

「
明
け
方
」
で
あ
っ
て
も
う
ま
く
な
い
。

「
明
ぼ
の
」

領
筐
雪
片
虚

（
こ
の
白
く
小
さ
な
も
の
は
そ
の
仲
間
に
与
え
ら
れ
た
運
命
と
し
て
、
生
れ
つ
き
二
寸
ば
か
り
の
小
さ
な
魚
で
あ
る
。
…
…
そ
れ
が
市
場
に
は
い

(35) 

っ
て
く
る
と
き
は
銀
の
花
が
乱
れ
て
く
る
う
か
と
見
え
、
竹
か
ご
を
領
け
あ
け
る
と
き
は
雪
の
か
け
ら
が
な
く
な
っ
た
か
の
よ
う
だ
。
）

と
こ
ろ
が
芭
蕉
は
後
に
な
っ
て
「
雪
薄
し
」
を
「
明
ぼ
の
や
」
と
変
え
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
旬
は
非
常
に
趣
に
富
ん
だ

も
の
に
な
り
ま
し
た
。

で
あ
れ
ば
こ
そ
、

で
あ
り
ま
す
。

こ
の
場
合
、

そ
こ
に
ほ
の
ぼ
の
と
ほ
の
か
な
光
の
ひ
ろ
が
る
暁
の
雰
囲
気
が
う
か
ん
で
ま
い
り
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
光
に
い
き

づ
く
さ
さ
や
か
な
命
に
い
と
し
み
の
眼
を
そ
そ
ぐ
作
者
の
息
づ
か
い
が
わ
れ
わ
れ
の
心
に
伝
わ
っ
て
来
る
の
で
す
。
そ
れ
に
「
曙
」

の
一
語
に
芭
蕉
の
な
つ
か
し
ん
だ
王
朝
文
学
の
匂
が
ほ
の
か
に
漂
っ
て
い
ま
す
。

超
え
た
境
地
に
い
た
り
得
た
作
品
と
言
え
ま
し
ょ
う
。

こ
れ
な
ど
は
杜
甫
の
句
に
学
ん
で
、
杜
甫
の
詩
を

以
上
の
諸
旬
と
は
違
っ
て
、
芭
蕉
の
句
を
生
む
機
縁
に
な
っ
た
空
間
感
覚
が
旬
そ
の
も
の
の
中
に
全
く
あ
ら
わ
れ
な
い
場
合
を
一

つ
挙
げ
て
置
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
は
「
甲
子
吟
行
」
の
旅
中
、
江
戸
を
出
て
、
大
井
川
を
過
ぎ
た
途
中
で
詠
ん
だ
旬
で
あ
り
ま
す
。
前
書
き
に

「
馬
上
吟
」
と
あ
り
ま
す
。
太
田
水
穂
氏
に
よ
れ
ば
、

こ
れ
は
平
治
物
語
の
中
巻
廿
一
に
出
て
来
る
「
道
の
べ
の
草
の
青
葉
に
駒
と

め
て
な
ほ
ふ
る
里
を
か
へ
り
み
る
か
な
」
と
い
う
歌
を
踏
ま
え
て
出
来
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
平
治
の
乱
の
信
西
の
子
、
播
磨
中
将

成
憲
が
下
野
の
国
に
流
蹄
さ
れ
る
た
め
、
京
都
を
発
し
て
粟
田
口
の
辺
に
馬
を
と
ど
め
、
青
草
を
馬
に
喰
ま
せ
な
が
ら
都
の
空
を
眺

入
陣
銀
花
乱
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め
や
っ
た
と
き
の
感
懐
を
詠
じ
た
も
の
と
言
わ
れ
ま
す
。
太
田
氏
の
説
を
こ
こ
に
引
用
す
れ
ば
「
こ
の
大
井
川
ま
で
来
る
あ
い
だ
芭

蕉
の
胸
臆
は
十
年
棲
み
な
れ
た
江
戸
に
別
れ
る
哀
愁
で
一
ば
い
に
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
、
東
海
道
一
の
難
場
と
も
云
う
べ

離
愁
に
襲
わ
れ
て
い
た
…
…
と
こ
う
解
し
て
来
て
、

き
大
井
川
を
越
え
る
際
な
ど
は
、
い
よ
い
よ
江
戸
が
遠
く
な
る
想
い
で
、
心
は
し
っ
ぽ
り
と
濡
れ
る
ほ
ど
の
気
持
に
な
っ
て
い
た
で
あ

ろ
う
。
そ
の
辺
佗
し
い
農
家
な
ど
の
垣
根
に
木
楢
の
咲
い
て
い
る
と
こ
ろ
へ
自
分
の
乗
掛
け
の
馬
を
立
た
せ
て
、
逝
か
に
都
の
空
を

眺
め
や
っ
た
の
が
此
の
旬
で
あ
る
と
見
た
い
。
…
…
芭
蕉
は
、
自
分
の
馬
が
路
傍
の
木
椛
を
食
っ
て
し
ま
う
の
も
知
ら
ず
に
望
郷
の

(36) 

こ
の
句
の
本
意
が
氷
釈
さ
れ
る
」
と
あ
り
ま
す
。
私
は
、
文
芸
作
品
は
作
品
と

し
て
独
立
し
て
鑑
賞
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
作
品
は
作
者
の
手
を
離
れ
た
瞬
間
か
ら
独
立
の
歩
み
を
と
る
も
の
と
考
え
ま
す
。
そ
れ

で
、
前
書
き
に
た
だ
「
馬
上
吟
」
と
あ
る
こ
の
句
は
や
は
り
眼
前
、
写
生
の
句
と
し
て
味
わ
う
べ
き
も
の
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、

芭
蕉
が
大
井
川
を
越
え
て
こ
の
旬
を
案
じ
た
際
に
は
、
さ
き
の
成
憲
の
歌
が
彼
の
念
頭
に
浮
か
ん
で
い
た
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
と
す

れ
ば
、
句
そ
の
も
の
に
は
あ
ら
わ
れ
ぬ
な
が
ら
に
、
江
戸
の
空
を
か
え
り
見
て
の
、
「
造
け
く
も
来
つ
る
も
の
か
な
」
と
い
う
、
広
大

な
空
間
感
覚
を
と
も
な
う
感
懐
が
こ
の
句
を
生
む
機
縁
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

秋
十
と
せ
却
っ
て
江
戸
を
指
す
故
郷

を
載
せ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
も
傍
証
さ
れ
ま
す
。

以
上
、
芭
蕉
と
ワ
ー
ヅ
ワ
ス
の
詩
に
共
通
す
る
空
間
感
覚
と
、

た
が
、

芭

蕉

と

ワ

ー

ヅ

ワ

ス

（

前

川

）

ヅ
ワ
ス
の
場
合
、

こ
れ
は
、

そ
れ
に
関
連
す
る
集
塊
の
運
動
に
つ
い
て
検
討
し
て
ま
い
り
ま
し

こ
れ
は
さ
き
に
触
れ
ま
し
た
よ
う
に
、
窮
極
的
に
は
、
神
秘
的
、
汎
神
論
的
宇
宙
観
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
ワ
ー

そ
れ
は
彼
の
作
品
中
に
は
っ
き
り
し
た
宣
言
の
形
を
と
っ
て
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
紀
行
記
の
は
じ
め
に
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「
物
我
一
如
」
の
考
え
で
あ
り
ま
す
。
芭
蕉
は
そ
の
「
万

物
一
体
」
の
考
え
を
抽
象
的
な
形
を
と
ら
ず
に
、
直
覚
的
、
本
能
的
に
肌
で
感
じ
と
っ
て
い
ま
し
た
。
た
だ
、
ワ
ー
ヅ
ワ
ス
の
考
え
は

大
体
に
お
い
て
汎
神
論
的
で
あ
り
ま
す
が
、
教
養
、
伝
統
の
し
か
ら
し
め
る
と
こ
ろ
、
そ
れ
と
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
キ
リ
ス
ト

教
的
思
想
が
そ
の
中
に
は
い
り
こ
ん
で
来
て
い
ま
す
。
霊
魂
不
滅
の
考
え
も
そ
の
―
つ
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
し
て
ヮ

l
ヅ
ワ
ス
に

あ
っ
て
は
晩
年
に
な
る
に
し
た
が
っ
て
汎
神
論
的
色
彩
は
次
第
に
薄
ら
い
で
ま
い
り
ま
す
。
他
方
、
芭
蕉
に
と
り
ま
し
て
は
、
自
然

に
生
を
受
け
た
自
分
が
、
時
い
た
っ
て
自
然
に
か
え
り
行
く
の
は
自
然
の
こ
と
と
い
っ
た
心
境
に
あ
っ
た
で
し
ょ
う
。
そ
の
よ
う
に

こ
う
い
う
ワ
ー
ヅ
ワ
ス
の
思
想
の
根
底
に
あ
る
も
の
は
「
万
物
一
体
」

A
l
l
 t
h
i
n
k
i
n
g
 t
h
i
n
g
s
,
 
all 
o
b
j
e
c
t
s
 
o
f
 
all 
t
h
o
u
g
h
t
,
 

（呵）

A
n
d
 rolls 
t
h
r
o
u
g
h
 all 
t
h
i
n
g
s
.
 

（
遥
か
深
く
混
り
合
っ
た
、
あ
る
な
に
も
の
か
の
崇
高
な
感
じ
、
そ
の
住
み
か
は
落
日
の
光
で
あ
り
、
円
か
な
る
わ
た
つ
み
で
あ
り
、
生
け
る
大

気
で
あ
り
、
青
空
で
あ
り
、
ま
た
人
の
心
の
な
か
に
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
思
考
す
る
も
の
、
あ
ら
ゆ
る
思
考
の
あ
ら
ゆ
る
対
象
を
動
か
し
、
万
象
を

貫
き
流
れ
る
運
動
で
あ
り
、
精
神
で
あ
る
も
の
。
）

A
 m
o
t
i
o
n
 a
n
d
 a
 spirit, 
t
h
a
t
 i
m
p
e
l
s
 

O
f
 s
o
m
e
t
h
i
n
g
 far 
m
o
r
e
 d
e
e
p
l
y
 
i
n
t
e
r
f
u
s
e
d
,
 

W
h
o
s
e
 d
w
e
l
l
i
n
g
 is 
t
h
e
 light 
o
f
 
s
e
t
t
i
n
g
 
s
u
n
s
,
 

A
n
d
 t
h
e
 r
o
u
n
d
 o
c
e
a
n
 a
n
d
 t
h
e
 living 
air, 

A
n
d
 t
h
e
 b
l
u
e
 s
k
y
,
 
a
n
d
 in 
t
h
e
 m
i
n
d
 o
f
 
m
a
n
:
 

a
 s
e
n
s
e
 s
u
b
l
i
m
e
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芭

蕉

と

ワ

ー

ヅ

ワ

ス

（

前

川

）

し
て
帰
り
行
く
と
き
、
自
分
は
孤
独
の
う
ち
に
自
然
に
帰
一
す
る
の
だ
と
い
う
感
じ
が
深
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
元
禄
七
年

九
月
、
彼
が
旅
先
で
「
旅
懐
」
と
前
書
き
し
て
作
っ
た
の
が

こ
の
秋
は
何
で
年
よ
る
雲
に
鳥

で
あ
り
ま
す
。
支
考
に
よ
れ
ば
「
こ
の
句
は
、
そ
の
朝
よ
り
心
に
こ
め
て
念
じ
申
さ
れ
し
に
、
下
の
五
文
字
、
寸
々
の
腸
を
さ
か
れ

(39) 

け
る
也
。
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
の
秋
は
ど
う
し
て
こ
ん
な
に
め
っ
き
り
年
よ
っ
た
感
じ
が
す
る
の
だ
ろ
う
ー
「
こ
の
秋
は
何
で
年
よ

る
…
…
」
と
ま
で
は
割
合
す
ら
す
ら
と
出
来
上
っ
た
が
、
下
の
五
文
字
が
仲
々
見
つ
か
ら
な
い
で
苦
吟
を
重
ね
た
と
い
う
の
で
あ
り

ま
す
。
そ
し
て
彼
は
、
漠
々
た
る
雲
の
中
に
吸
い
こ
ま
れ
る
よ
う
に
姿
を
消
す
一
羽
の
鳥
に
、
近
い
将
来
の
己
れ
の
姿
を
象
徴
し
得

た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
こ
の
「
雲
に
鳥
」
の
三
語
の
う
ち
に
芭
蕉
に
本
有
の
空
間
的
感
覚
が
実
に
見
事
な
あ
ら
わ
れ
を
見
せ
て
い

る
こ
と
に
気
付
か
れ
ま
す
。
そ
の
後
間
も
な
く
芭
蕉
は
痢
病
を
病
ん
で
病
床
の
身
と
な
り
ま
す
。
死
の
四
日
前
(
+
月
八
日
）
の
深
更

旅
に
病
ん
で
夢
は
枯
野
を
か
け
め
ぐ
る

で
あ
り
ま
す
。
死
に
臨
ん
で
、
な
お
か
つ
夢
に
枯
野
を
か
け
め
ぐ
る
芭
蕉
の
心
境
に
は
、
芭
蕉
自
身
が
述
懐
し
た
よ
う
に
、
妄
執
と

も
言
う
べ
き
旅
と
俳
諧
へ
の
執
着
が
覗
わ
れ
ま
す
。
そ
し
て
こ
こ
に
も
空
間
と
運
動
の
感
覚
が
悽
愴
と
も
言
う
べ
き
形
を
と
っ
て
あ

こ
の
句
を
作
っ
た
翌
日
に
な
っ
て
、
芭
蕉
は
以
前
に
作
っ
た
自
分
の
句
を
改
作
し
ま
し
た
。
即
ち
、
ま
え
に

大
井
川
浪
に
塵
な
し
夏
の
月

と
あ
っ
た
の
を
|
ー
—
ち
な
み
に
こ
の
大
井
川
は
京
の
郊
外
に
あ
っ
て
、
上
流
は
清
滴
の
流
れ
込
む
保
津
川
で
あ
り
、
下
流
は
桂
川
と

ら
わ
れ
て
い
ま
す
。

に
病
中
の
吟
と
し
て
詠
ん
だ
の
が
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な
り
ま
す
—
|
＇
こ
の
日

清
滝
や
波
に
散
り
こ
む
青
松
葉

と
改
め
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
私
は
さ
き
の
「
旅
に
病
ん
で
」
の
句
を
辞
世
の
句
と
見
る
べ
き
か
、

す。 「
笈
日
記
」
に
記
さ
れ
て
い
る
通
り
な
ら
ば
、
改
作
と
言
え
る
か
ど
う
か
疑
問
で
あ
り
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
れ
に
は
別
の
説
も
あ
り
ま

「
去
来
抄
」
に
は
「
先
師
、
難
波
の
病
床
に
余
を
召
し
て
曰
く
、
頃
日
園
女
が
方
に
て
『
白
菊
の
目
に
立
て
て
見
る
塵
も
な

し
』
と
作
す
。
す
ぎ
し
頃
の
句
に
似
た
れ
ば
、
清
滝
の
句
を
案
じ
か
へ
た
り
。
初
め
の
草
稿
…
…
取
り
て
や
ぶ
る
べ
し
、

あ
り
ま
し
て
、
芭
蕉
が
破
れ
と
命
じ
た
句
は

清
滝
や
波
に
塵
な
き
夏
の
月

(40~ 

と
な
っ
て
い
ま
す
恐
ら
く
芭
蕉
と
し
て
は
、
園
女
の
宅
で
、

こ
だ
わ
っ
て
「
大
井
川
」
の
句
か
、
初
案
の
「
清
滝
」
の
句
を
改
作
し
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
死
に
近
い
芭
蕉
と
し
て
、

を
こ
そ
己
れ
の
到
達
し
た
最
後
の
心
境
と
し
て
残
そ
う
と
す
る
意
識
が
胸
中
に
動
い
て
い
た
の
で
は
あ
り
ま
す
ま
い
か
。
そ
の
よ
う

に
考
え
る
と
き
、
こ
の
句
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
ま
こ
と
に
深
長
な
感
じ
が
い
た
し
ま
す
。
こ
れ
こ
そ
は
「
物
我
一
如
」
の
心
境
を
、

さ
り
げ
な
い
言
葉
の
う
ち
に
托
し
た
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
即
ち
、
万
物
流
転
の
自
然
界
の
姿
を
清
滝
の
清
い
流
れ
に
象
徴

し
、
そ
こ
に
散
り
こ
む
す
が
す
が
し
い
一
本
の
青
松
葉
に
、
い
ま
大
自
然
の
懐
に
帰
り
行
こ
う
と
す
る
己
れ
の
姿
を
象
徴
さ
せ
た
の

(41) 

で
は
な
い
か
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。

滝
」
の
句
を
そ
れ
と
見
る
べ
き
か
に
迷
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。

と
也
」
と

あ
る
じ
へ
の
挨
拶
の
句
と
し
て
作
っ
た
旬
と
同
巧
異
曲
で
あ
る
点
に

こ
れ

一
体
、
こ
の
「
大
井
川
」
の
句
と
「
清
滝
」
の
句
は
、
も
し
支
考
の

そ
れ
と
も
こ
の
改
作
の
「
清
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註

芭

蕉

と

ワ

ー

ヅ

ワ

ス

（

前

川

）

①
本
稿
は
昭
和
四
十
六
年
、
熊
本
女
子
大
学
で
開
催
さ
れ
た
日
本
英
文
学
会
九
州
支
部
大
会
第
二
日
（
六
月
六
日
）
の
特
別
講
演
の
原
稿
に
若

干
の
補
訂
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

②
「
茅
屋
為
秋
風
所
破
歌
」
、
一
九
ー
ニ
三
行
。

⑥
こ
こ
に
い
う
自
然
主
義
と
は
、
た
と
え
ば
ゲ
オ
ル
グ
・
ブ
ラ
ン
デ
ス
が
十
九
世
紀
初
頭
の
英
国
浪
漫
主
義
詩
人
に
つ
い
て
言
っ
た
意
味
の
自

然
主
義
で
あ
る
。

①
重
友
毅
著
「
芭
蕉
の
研
究
」
昭
和
四
十
五
年
、
三
五
五
頁
。

伺

T
h
e
P
r
e
l
u
d
e
 
(
1
8
0
5
)
,
 
I
,
 

6
9
-
9
4
.
 

⑱
 
T
h
e
 L
a
s
t
 R
i
d
e
 
T
o
g
e
t
h
e
r
,
 
2
3
-
3
1
.
 

り
三
省
堂
刊
「
定
本
芭
蕉
大
成
」
、
四
五
七
頁
。

⑧
広
田
二
郎
著
「
芭
蕉
の
芸
術
ー
そ
の
展
開
と
背
景
」
、
昭
和
四
十
三
年
、
一
九
一
ー
四
七
三
頁
。

⑲
岡
崎
義
恵
氏
に
よ
れ
ば
、
芭
蕉
は
朱
子
の
哲
学
に
も
あ
る
程
度
の
知
識
を
持
っ
て
い
た
ら
し
い
。
岡
崎
義
恵
著
作
集
6

「
芭
蕉
の
芸
術
」
、

昭
和
舟
四
年
、
八
ー
―
二
頁
。

⑩
土
芳
、
「
赤
双
子
」
、
既
出
「
定
本
芭
蕉
大
成
」
、
六
三
二
頁
。

⑬
既
出
、
岡
崎
義
恵
「
芭
蕉
の
研
究
」
‘
―
二
八
頁
。

⑫

T
h
e
p
r
e
lミ
d
e
(
1
8
0
5
)
,

Ill, 
1
8
6
-
8
.
 

⑬
「
去
来
抄
」
、
先
師
評
、
二

0
、
(
「
定
本
芭
蕉
大
成
」
、
四
八
五
頁
）
。

⑩
 
W
.
 W
o
r
d
s
w
o
r
t
h
:
 
D
i
o
n
,
 
I
,
 

13. 

⑯
芭
蕉
の
詩
に
お
け
る
自
然
と
人
事
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
重
友
毅
氏
が
、
既
出
「
芭
蕉
の
研
究
」
中
に
お
い
て
「
自
然
詩
人
と
し
て
の
芭

、
、
、
、
、
、
、
、

蕉
」
の
項
目
下
に
説
い
て
い
る
の
が
妥
当
の
見
解
と
思
わ
れ
る
。
即
ち
氏
に
よ
れ
ば
「
自
然
を
主
、
人
事
を
従
と
す
る
の
が
蕉
風
の
あ
り
方
」

、
、
、
、
、
、
、

（
三
六
五
頁
）
で
あ
り
、
ま
た
、
後
年
の
芭
蕉
の
深
化
し
、
徹
底
し
た
態
度
に
あ
っ
て
は
「
い
わ
ゆ
る
自
然
と
人
事
と
は
、
並
列
共
存
す
べ
き
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、
、
、
、
、

も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
れ
は
宏
大
無
辺
の
天
地
間
に
包
ま
れ
て
あ
る
べ
き
も
の
」
（
三
六
六
頁
）
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
最

も
充
実
し
た
詩
的
活
動
を
し
て
い
た
時
期
に
お
け
る
ワ
ー
ヅ
ワ
ス
の
、
自
然
に
対
し
、
人
事
に
対
す
る
態
度
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。

⑩
 
J. 
C
.
 
S
m
i
t
h
:
 
A
 S
t
u
d
y
 o
f
 W
o
r
d
s
w
 0 rth, 
1
9
4
6
,
 
p. 
14. 

⑬
T
h
e
p
r
e
l
u
d
e
(
1
8
0
5
)
,
 I
,
 

3
4
9
-
5
0
.
 

⑬
拙
著
「
若
き
ワ
ー
ヅ
ワ
ス
」
、
昭
和
四
十
二
年
、
一
七
七
頁
。
尚
、
ワ
ー
ヅ
ワ
ス
の
詩
に
、
空
間
的
感
覚
の
果
し
て
い
る
役
割
に
つ
い
て
は
、

同
著
の
「
壮
大
な
る
耳
目
の
世
界
」
（
一
五
一
ー
ニ
三
三
頁
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

⑩
図
多
田
裕
計
著
「
芭
蕉
そ
の
生
活
と
美
学
」
（
昭
和
四
十
三
年
）
、
五
三
頁
。

勁
「
赤
双
子
」
、
三

0
、
(
「
定
本
芭
蕉
大
成
」
、
六
三
一
頁
）
。

四
こ
れ
は
元
来
「
序
曲
」
（
ワ
ー
ヅ
ワ
ス
の
死
後
発
表
）
の
一
部
と
し
て
執
筆
さ
れ
た
が
、

S
i
m
p
l
o
n
 P
a
s
s
な
る
題
名
を
附
し
て
発
表
さ
れ
た
。

⑳
 
J
o
h
n
 J
o
n
e
s
:
 
T
h
e
 E
g
o
t
i
s
t
i
c
a
l
 
S
u
b
l
i
m
e
,
 
1
9
5
4
,
 
p
p
.
 
1
0
8
-
9
.
 

斡
既
出
、
岡
崎
義
恵
「
芭
蕉
の
芸
術
」
、
二
六
九
ー
ニ
七
一
頁
。

⑳
王
籍
、
「
入
若
耶
渓
」

⑳
陶
淵
明
、
「
鹿
砦
」

⑳
杜
甫
、
「
題
張
氏
隠
居
」

謁

W
o
r
d
s
w
o
r
t
h
:

F
i
d
e
l
委
2
5
,
 6. 

韓
「
去
来
抄
」
、
先
師
評
、
三
、
（
「
定
本
芭
蕉
大
成
」
、
四
八
二
頁
）
。

⑳
外
に
琵
琶
湖
の
空
間
的
な
広
が
り
を
感
じ
さ
せ
る
芭
蕉
の
句
に

こ
え

9

ー'‘,

四
方
よ
り
花
吹
き
入
れ
て
鳩
の
海

が
あ
る
。

J

の
部
分
だ
け
は
ワ
ー
ヅ
ワ
ス
の
生
前
に

T
K
e
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(32) (31) 

芭

蕉

と

ワ

ー

ヅ

ワ

ス

（

前

川

）

「
岩
波
講
座
日
本
文
学
」
所
載
、
太
田
水
穂
著
「
芭
蕉
と
伝
統
和
歌
」
、
昭
和
六
年
、
五
頁
。

こ
の
古
歌
と
一
脈
通
ず
る
点
の
あ
る
芭
蕉
の
句
に

し
ほ
が
し
ら

名
月
や
門
に
指
し
来
る
潮
頭

が
あ
る
。

図
T
h
e
p
r
e
l
a
d
e
(
1
8
0
5
)
,
I
,
 

1-4. 

仰

W
i
l
l
i
a
m
B
l
a
k
e
,
 
A
u
g
u
r
i
e
s
 o
f
 I
n
n
o
c
e
n
c
e
,
 
l

ー

4.

飼
中
国
詩
人
選
集
9

「
杜
甫
、
上
」
、
昭
和
舟
二
年
、
黒
川
洋
一
氏
訳
に
よ
る
。

図
既
出
、
太
田
水
穂
著
「
芭
蕉
と
伝
統
和
歌
」
、
七
ー
八
頁
。

g
 W
o
r
d
s
w
o
r
t
h
:
 
T
i
n
t
e
r
n
 
A
b
b
e
y
 L
i
喜

9
5ー

102.

閾
但
し
、
芭
蕉
が
こ
の
よ
う
な
自
覚
に
到
達
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
蕪
風
開
眼
へ
の
途
上
に
お
い
て
、

も
大
き
な
力
に
な
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

燭
支
考
「
笈
日
記
」
（
「
定
本
芭
蕉
大
成
」
、
六
八
六
頁
）
。

⑩
「
去
来
抄
」
、
先
師
評
、
八
、
（
「
定
本
芭
蕉
大
成
」
四
八
三
頁
）
。

⑩
芭
蕉
に
つ
き
筆
者
の
理
解
の
狭
さ
の
故
も
あ
っ
て
、
こ
こ
に
は
芭
蕉
の
発
句
だ
け
を
扱
い
、
附
句
に
お
け
る
芭
蕉
に
は
触
れ
な
か
っ
た
。
そ

の
附
句
に
も

こ
ふ
つ
く
づ
く

霜
月
や
鶴
の
ィ
々
な
ら
び
ゐ
て
荷
分

冬
の
朝
日
の
あ
は
れ
な
り
け
り
芭
蕉

の
よ
う
に
自
然
観
照
の
深
さ
を
う
か
が
わ
せ
る
句
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
こ
に
は
た
だ
「
芭
蕉
の
発
句
と
芭
蕉
の
附
句
と
を
比
較
す
る
と
、

世
態
人
情
の
機
微
に
触
れ
た
描
写
は
附
句
の
方
に
造
に
多
い
と
し
て
も
、
境
地
の
高
さ
深
さ
な
ど
の
点
で
は
発
句
の
方
に
遥
に
勝
れ
た
も
の
が

多
い
」
と
い
う
小
宮
豊
隆
氏
の
評
言
（
「
芭
蕉
の
俳
句
」
、
ア
テ
ネ
新
書
、
六
八
頁
）
を
引
用
す
る
に
と
ど
め
た
い
。

「
荘
子
」
斉
物
論
を
味
読
し
た
こ
と
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