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茂
吉
に
お
け
る
白
秋
的
語
句
と
の
離
別

　
　
　
1
一
『
梁
塵
秘
抄
』
受
容
を
視
座
に
一
1

は
じ
め
に

前
田
知
津
子

　
斎
藤
茂
吉
は
、
第
一
歌
集
『
赤
光
』
の
後
期
か
ら
大
正
三
年
、
四
年
に
か

け
て
、
あ
ら
た
な
歌
境
を
切
り
ひ
ら
こ
う
と
あ
ら
ゆ
る
試
み
を
行
う
が
、
や

が
て
、
そ
の
試
み
に
お
い
て
製
作
さ
れ
た
作
品
の
う
ち
、
あ
る
種
の
歌
が
気

に
入
ら
な
く
な
る
。
大
正
一
〇
年
一
月
に
刊
行
さ
れ
た
第
二
歌
集
『
あ
ら
た

ま
』
巻
末
の
「
あ
ら
た
ま
編
輯
手
記
」
・
（
大
正
九
年
一
〇
月
執
筆
）
に
、
「
大

正
三
年
あ
た
り
に
作
っ
た
漢
語
や
仏
典
語
ま
じ
り
の
歌
は
、
大
正
六
年
の
夏

に
は
既
に
い
ろ
い
ろ
気
に
入
ら
な
く
な
っ
て
居
た
」
「
大
正
六
年
に
は
自
作
の

歌
に
対
し
な
が
ら
既
に
厭
で
厭
で
な
ら
な
く
な
っ
た
」
な
ど
と
記
し
て
い
る
。

　
『
梁
塵
秘
抄
』
の
積
極
的
受
容
も
こ
の
時
期
の
試
み
の
一
つ
と
し
て
位
置

づ
け
ら
れ
る
。
茂
吉
を
秘
抄
影
響
歌
人
の
ひ
と
り
と
し
て
取
り
上
げ
た
新
間

進
一
は
、
前
記
の
「
大
正
三
年
あ
た
り
に
作
っ
た
漢
語
や
仏
典
語
ま
じ
り
の

歌
は
、
大
正
六
年
の
夏
に
は
既
に
い
ろ
い
ろ
気
に
入
ら
な
く
な
っ
て
居
た
」

と
の
茂
吉
発
言
に
注
目
し
、
『
あ
ら
た
ま
』
初
期
に
顕
著
で
あ
っ
た
『
梁
塵
秘

抄
』
摂
取
を
二
時
的
」
な
も
の
と
見
徹
し
、
「
そ
の
後
の
作
に
は
そ
れ
程
影

響
を
及
し
た
も
の
は
見
な
い
や
う
に
思
ふ
」
と
後
年
の
影
響
を
否
定
し
た
。

こ
れ
に
対
す
る
荒
井
源
司
の
反
論
、
そ
し
て
そ
れ
に
新
間
が
応
答
し
た
経
緯

に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
茂
吉
の
『
梁
塵
秘
抄
』
受
容
1
！
白
秋
作
品
の
介
在

I
l
」
（
塗
§
鳶
黛
く
。
一
」
♪
卜
。
O
一
P
這
）
で
触
れ
た
こ
と
が
あ
る
。

　
荒
井
は
、
茂
吉
後
年
の
作
に
も
そ
の
影
響
は
認
め
ら
れ
る
と
反
論
し
た
の

で
あ
っ
た
。
こ
の
議
論
の
発
端
は
、
新
間
が
茂
吉
を
『
梁
塵
秘
抄
』
受
容
史

に
お
い
て
捉
え
る
立
場
か
ら
「
い
ろ
い
ろ
気
に
入
ら
な
く
な
っ
て
居
た
」
も

の
の
内
実
を
『
梁
塵
秘
抄
』
的
要
素
に
帰
し
て
し
ま
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
点
に
問
題
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
あ
ら
た

め
て
「
あ
ら
た
ま
編
輯
手
記
」
に
茂
吉
の
言
を
た
ど
っ
て
み
る
と
、
大
正
六

年
に
施
し
た
改
作
例
を
示
し
た
後
に
、
当
時
の
心
境
を
振
り
返
っ
て
次
の
よ

う
に
述
べ
た
個
所
が
あ
る
。

　
　
ど
う
い
ふ
と
こ
ろ
を
主
に
改
め
て
み
る
か
と
云
ふ
に
、
『
ぽ
っ
か
り
と
』

　
　
　
き
い
っ
ぽ
ん
　
　
　
　
　
　
　
く
わ
え
ん

　
　
『
生
一
本
の
風
』
『
火
炎
』
『
ひ
ゆ
う
ひ
ゆ
う
』
『
原
つ
ば
』
な
ど
の
言
葉

　
　
を
改
め
て
居
る
。
か
う
い
ふ
音
便
や
漢
語
や
を
…
織
り
交
ぜ
た
、
一
種
促

　
　
迫
し
て
強
く
跳
ね
返
る
や
う
な
言
葉
は
、
作
っ
た
頃
に
は
新
し
く
も
あ

　
　
り
珍
ら
し
く
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
直
ぐ
飽
い
た
も
の
と
見
え
る
。

　
　
　
か
す
　
　
　
　
く

　
　
『
幽
か
に
来
る
も
』
と
い
ふ
や
う
な
四
三
調
の
結
句
も
既
に
大
正
六
年

置
　
頃
に
飽
い
て
し
ま
っ
て
居
る
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
「
音
便
や
漢
語
や
を
織
り
交
ぜ
た
、
一
種
促
迫
し

て
強
く
跳
ね
返
る
や
う
な
言
葉
」
お
よ
び
「
四
三
調
の
結
句
」
を
改
め
た
と

言
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
「
い
ろ
い
ろ
気
に
入
ら
な
く
な
っ
て
居

た
」
「
厭
で
厭
で
な
ら
な
く
な
っ
た
」
な
ど
の
言
が
指
示
す
る
内
容
と
考
え
て

よ
い
で
あ
ろ
う
。
具
体
例
と
し
て
、
「
ぽ
っ
か
り
と
」
「
生
一
本
の
風
」
「
火
炎
」

「
ひ
ゆ
う
ひ
ゆ
う
」
「
原
っ
ぱ
」
そ
し
て
「
幽
か
に
来
る
も
」
の
語
句
が
あ
げ

ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
見
る
と
、
特
に
新
間
が
注
意
し
た
「
漢
語
や
仏
典

語
」
に
限
る
わ
け
で
は
な
い
。
あ
え
て
特
徴
を
言
う
と
す
れ
ば
、
促
音
・
拗
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音
・
里
謡
の
要
素
演
含
ま
れ
る
語
句
と
な
る
だ
ろ
う
か
。
「
四
三
調
の
結
句
」

の
例
「
幽
か
に
来
る
も
」
に
こ
れ
ら
の
要
素
は
な
い
。
し
か
し
結
句
の
調
を

論
じ
る
際
よ
く
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
三
四
調
と
く
ら
べ
る
と
、
四
三
調
は
軽

妙
に
響
く
場
合
が
多
い
。
こ
の
点
に
お
い
て
「
四
三
調
の
結
句
」
は
、
「
音
便

や
漢
語
や
を
織
り
交
ぜ
た
、
一
種
促
迫
し
て
強
く
跳
ね
返
る
や
う
な
言
葉
」

と
共
通
の
問
題
を
提
起
す
る
用
法
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
繰

り
返
し
に
な
る
が
、
こ
の
よ
う
に
、
茂
吉
が
示
し
た
わ
ず
か
な
例
か
ら
だ
け

で
も
「
漢
語
や
仏
典
語
」
に
限
ら
な
い
こ
と
は
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。
聖

業
は
茂
吉
の
発
言
を
『
梁
塵
秘
抄
』
か
ら
の
離
別
と
判
断
し
た
が
、
上
記
の

点
を
考
慮
す
る
と
、
そ
こ
に
は
一
考
の
余
地
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
本
稿
で
は
、
新
間
の
判
断
の
当
否
を
視
野
に
入
れ
つ
つ
、
茂
吉
が
「
気
に

入
ら
な
く
な
っ
て
居
た
」
の
言
に
よ
っ
て
示
唆
し
た
も
の
の
内
実
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
を
試
み
る
。
具
体
的
に
は
、
ま
ず
、
茂
吉
が
『
梁
塵
下
官
』
を

ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
の
か
を
押
さ
え
、
そ
の
上
で
、
改
作
対
象
と
な
っ

た
語
句
を
検
討
す
る
。

茂
吉
の
『
梁
塵
三
三
』
理
解

　
茂
吉
は
「
7
6
　
梁
塵
秘
抄
よ
り
」
（
注
－
）
と
い
う
文
章
で
、
『
梁
塵
秘
抄
』

か
ら
「
好
き
な
歌
、
句
」
と
し
て
三
六
例
を
掲
出
（
一
詞
章
全
体
を
掲
出
し

た
例
も
あ
れ
ば
、
部
分
的
に
抽
出
し
た
例
も
あ
る
）
し
、
そ
の
魅
力
を
次
の

よ
う
に
要
約
し
て
い
る
。

　
　
　
仏
典
を
日
本
語
に
翻
し
て
微
妙
に
到
っ
て
み
る
。
七
五
調
と
そ
れ
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
　
モ
　
　
　
ル

　
　
ら
雑
調
を
織
り
交
ぜ
て
、
な
か
に
は
独
特
の
有
情
滑
稽
も
あ
っ
て
、
和

　
　
歌
の
潮
流
と
は
別
途
に
、
徳
川
の
俳
諮
に
通
じ
、
後
世
狸
謡
の
卑
俗
を

　
　
一
飛
に
し
て
明
治
大
正
の
長
詩
に
交
流
し
て
み
る
や
う
な
と
こ
ろ
が
あ

　
　
る
。
動
乱
の
世
に
あ
っ
て
、
な
ほ
人
心
の
静
寂
希
望
の
お
も
か
げ
は
、

　
　
定
家
あ
た
り
の
む
つ
か
し
い
も
の
よ
り
も
、
此
等
の
直
接
の
も
の
に
あ

　
　
ら
は
れ
て
居
よ
う
。
そ
し
て
、
『
こ
そ
哀
れ
な
れ
』
『
こ
そ
哀
れ
な
り
し

　
　
か
』
と
云
っ
て
、
奈
何
に
『
あ
は
れ
』
と
い
ふ
語
に
愛
憐
の
心
を
寄
せ

　
　
た
か
が
分
か
る
。

新
間
は
こ
れ
を
、
①
経
典
の
和
訳
の
巧
み
さ
、
②
七
五
調
と
雑
調
の
渾
融
、

　
　
　
　
フ
　
モ
　
　
　
ル

③
独
特
の
有
情
滑
稽
、
④
動
乱
の
世
の
人
心
の
静
寂
・
希
望
の
相
を
写
し
た

こ
と
、
⑤
「
あ
は
れ
」
の
語
の
多
い
こ
と
、
の
五
項
目
に
整
理
し
た
（
注
2
）
。

試
み
に
、
茂
吉
が
掲
出
し
た
三
六
例
中
の
い
く
つ
か
を
、
①
か
ら
⑤
に
対
応

さ
せ
、
そ
の
関
心
を
寄
せ
た
詞
章
を
見
て
み
よ
う
。
末
尾
括
弧
内
の
上
部
ア

ラ
ビ
ア
数
字
は
茂
吉
に
よ
り
付
さ
れ
た
番
号
で
あ
り
、
下
部
の
漢
数
字
は
『
梁

塵
秘
抄
』
番
号
で
あ
る
。

　
①
に
分
類
さ
れ
る
例
と
し
て
は
、
「
原
典
を
や
さ
し
く
巧
み
に
縮
約
し
た

歌
」
（
注
3
）
と
の
評
を
も
つ
次
の
詞
章
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
は
な
ふ
　
　
　
ち

　
　
空
よ
り
華
降
り
地
は
動
き
，
　
　
　
　
　
　
　
　
［
3
一
五
七
番
歌
］

茂
吉
は
四
句
か
ら
な
る
詞
章
の
う
ち
騨
句
の
み
引
用
し
た
。
当
該
詞
章
は
、

『
法
華
経
』
の
「
是
ノ
時
二
、
天
ヨ
リ
曼
陀
羅
華
、
摩
詞
曼
陀
羅
華
、
曼
殊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
ら

沙
華
、
摩
詞
書
殊
沙
華
ヲ
雨
シ
テ
、
仏
ノ
上
々
ビ
諸
ノ
大
衆
二
散
ジ
、
普
仏

世
界
六
種
二
震
動
ス
」
（
序
品
）
に
よ
る
。
も
う
一
例
引
こ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
い
と
け
な
　
　
　
　
　
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ

　
　
幼
き
子
ど
も
は
稚
し
　
三
つ
の
車
を
請
ふ
な
れ
ば
　
長
者
は
わ
が
子

　
　
　
か
な

　
　
の
愛
し
さ
に
　
白
上
の
車
ぞ
与
ふ
な
る
　
　
　
　
　
［
6
1
七
二
番
歌
］

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
う
　
　
　
　
　
ま
う

こ
れ
は
、
「
時
二
諸
子
等
、
緯
錦
二
白
シ
テ
言
サ
ク
、
父
、
先
二
藍
シ
タ
マ
フ
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所
ノ
玩
好
ノ
具
ノ
、
羊
車
、
鹿
車
、
牛
車
、
願
バ
ク
バ
時
二
賜
与
シ
タ
マ
へ
」

（
讐
喩
品
）
に
よ
る
。
そ
の
他
、
『
法
華
・
経
』
提
婆
品
の
釈
迦
の
前
生
諺
に
基

づ
い
た
詞
章
（
［
2
1
i
二
九
デ
短
歌
］
）
な
ど
に
も
茂
吉
は
注
目
し
て
い
る
。

　
②
の
例
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。
そ
の
中
か
ら
、
著
名
で
多
く
の
注
釈

を
も
つ
詞
章
を
あ
げ
て
お
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
こ
　
　
　
　
　
　
　
つ
の
み
　
　
　
お
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
と

　
　
わ
れ
を
頼
め
て
来
ぬ
男
　
角
三
愚
生
ひ
た
る
鬼
に
な
れ
　
さ
て
人
に
疎

　
　
　
　
　
　
し
も
ゆ
き
あ
ら
れ
　
　
　
　
み
っ
た

　
　
ま
れ
よ
　
霜
雪
霰
降
る
水
田
の
鳥
と
な
れ
　
さ
て
足
冷
た
か
れ
　
池

　
　
　
う
き
く
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
り

　
　
の
浮
草
と
な
り
ね
か
し
　
と
揺
り
か
う
揺
り
揺
ら
れ
歩
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
2
7
一
三
一
二
九
番
［
歌
］

　
　
　
　
　
　
か
た
つ
ぶ
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

　
　
舞
へ
舞
へ
蝸
牛
　
舞
は
ぬ
も
の
な
ら
ば
　
馬
の
子
や
牛
の
子
に
蹴
ゑ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
こ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
な

　
　
さ
せ
て
ん
　
踏
み
破
ら
せ
て
ん
　
実
に
美
し
く
舞
う
た
ら
ば
　
華
の

　
　
そ
の

　
　
園
ま
で
遊
ば
せ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
3
1
1
四
〇
八
番
歌
］

こ
の
二
詞
章
に
漢
語
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
な
お
、
大
正
三
年
一
一
月
の

「
ア
ラ
ラ
ギ
」
に
掲
載
さ
れ
た
『
梁
塵
秘
抄
』
影
響
歌
群
（
注
4
）
の
中
に
、

　
そ
は「

岨
を
ゆ
く
人
に
追
ひ
つ
き
水
わ
た
る
足
は
冷
た
し
と
い
ひ
に
け
る
か
も
」

（
初
出
形
）
と
い
う
歌
が
あ
る
が
、
こ
の
一
首
と
、
右
掲
の
［
2
7
一
三
三
九

番
歌
］
と
の
関
わ
り
に
言
及
し
た
論
考
は
見
当
た
ら
な
い
。
「
足
冷
た
か
れ
」

と
「
足
は
冷
た
し
」
と
の
間
に
語
句
の
近
似
性
が
認
め
ら
れ
る
点
は
注
意
さ

れ
て
よ
い
。

　
③
の
例
に
は
、
「
風
の
生
態
や
運
命
を
歌
っ
た
奇
想
天
外
の
作
」
（
注
5
）
、

　
　
か
う
べ
　
　
　
　
　
　
　
　
か
し
ら
し
ら
み
　
　
お
な
し
　
　
く
ぼ
　
　
　
　
　
き
　
　
　
　
　
く
　
　
　
　
　
く
し

　
　
頭
に
遊
ぶ
は
温
風
　
項
の
窪
を
ぞ
極
め
て
食
ふ
　
櫛
の
歯
よ
り

　
　
あ
ま
く
だ
　
　
　
　
を
ご
け
　
　
ふ
た
　
　
　
　
め
い

　
　
天
降
る
　
麻
笥
の
蓋
に
て
命
終
は
る
　
　
　
　
［
3
2
1
四
一
〇
番
歌
］

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ほ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
な
こ

が
あ
り
、
こ
の
影
響
歌
に
「
潮
の
上
に
こ
ら
へ
か
ね
た
る
河
豚
の
子
は
眼
を

　
　
　
め
い

あ
き
て
命
を
は
り
み
る
」
（
初
出
形
、
大
正
三
年
一
〇
月
「
ア
ラ
ラ
ギ
」
。
以

下
、
初
出
誌
が
同
誌
の
場
合
は
誌
名
を
略
す
）
が
あ
る
。

　
④
の
例
と
し
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
つ
つ

　
　
仏
は
常
に
い
ま
せ
ど
も
　
現
な
ら
ぬ
ぞ
あ
は
れ
な
る
　
人
の
音
せ
ぬ

　
　
あ
か
つ
き

　
　
暁
に
　
ほ
の
か
に
夢
に
見
え
た
ま
ふ
　
　
　
　
　
［
2
1
二
六
番
歌
］

　
　
読
む
人
聞
く
者
み
な
仏
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
2
0
1
二
八
八
番
歌
］

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
い
ち
ゅ
う

な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
「
ほ
と
け
」
の
語
は
、
「
し
ろ
が
ね
の
雨
海
中

　
て

に
輝
り
け
む
り
漕
ぎ
た
み
と
ほ
き
ふ
た
り
の
ほ
と
け
」
（
初
出
形
、
大
正
三
年

一
〇
月
）
に
認
め
ら
れ
る
。
結
句
を
「
ほ
と
け
」
と
詠
い
お
さ
め
る
用
法
は

［
2
0
1
二
八
八
番
歌
］
と
一
致
す
る
。
た
だ
し
、
改
作
の
際
に
こ
の
語
は
除
か

れ
た
。

　
⑤
の
例
と
な
る
の
は
、
前
掲
［
2
！
二
六
番
歌
］
の
詞
章
や
、

　
　
さ
ん
し
ん
ぶ
つ
し
ゃ
う
ぐ

　
　
三
身
仏
性
訂
せ
る
身
と
　
知
ら
ざ
り
け
る
こ
そ
あ
は
れ
な
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
1
5
1
二
三
二
番
歌
］

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
ま
か
ひ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

な
ど
で
あ
る
。
茂
吉
の
作
に
例
を
求
め
れ
ば
「
山
峡
に
朝
な
密
な
に
人
居
り

て
も
の
を
言
ふ
こ
そ
あ
は
れ
な
り
け
れ
」
（
初
出
形
、
大
正
三
年
一
二
月
）
（
注

6
）
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
は

　
ま
た
三
六
例
の
う
ち
に
は
、
「
う
つ
ふ
な
る
わ
ら
べ
専
念
あ
そ
ぶ
こ
ゑ
巌
か

げ
よ
り
延
び
あ
が
り
見
る
も
」
（
初
出
形
、
大
正
三
年
一
〇
月
）
と
関
わ
り
が

深
く
、
秘
抄
歌
謡
の
中
で
も
よ
く
知
ら
れ
た
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
は
ぶ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

　
　
遊
び
を
せ
ん
と
や
生
ま
れ
け
む
　
戯
れ
せ
ん
と
や
生
ま
れ
け
ん
　
遊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
　
ぶ
子
ど
も
の
声
聞
け
ば
　
わ
が
身
さ
へ
こ
そ
揺
る
が
る
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
2
8
一
三
五
九
番
歌
］

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
り
ひ
　
　
　
　
き
ん

の
詞
章
も
掲
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
茂
吉
の
「
入
日
に
は
金
の
ま

　
　
　
ゆ

さ
ご
の
揺
ら
れ
く
る
小
磯
の
な
み
に
足
を
ぬ
ら
す
」
の
歌
や
「
ひ
と
り
来
て
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い
ち
じ
ゅ

か
す
か
に
心
の
澄
む
も
の
は
一
樹
の
か
げ
の
箆
蕩
ぐ
さ
の
た
ま
」
（
と
も
に
初

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ぎ
さ

出
形
、
大
正
三
年
一
〇
月
）
の
歌
に
影
響
を
あ
た
え
た
「
こ
ゆ
り
さ
ん
の
渚

　
　
　
か
ね
　

ま
さ
ご
　
　
　
　
　

く
　
　
　
せ
ん
だ
ん
か
う
ず
　
　
　
　
　
　
　
ふ
ぞ
く

に
は
　
金
の
真
砂
ぞ
揺
ら
れ
来
る
　
栴
檀
香
樹
の
林
に
は
　
付
嘱
の
種
こ
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
ま
だ
　
　
　
い
ほ

流
れ
け
れ
」
（
四
〇
一
番
歌
）
、
「
心
の
澄
む
も
の
は
　
秋
は
山
田
の
庵
ご
と
に

し
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
　
た
　
　
　
　
　
　
こ
ろ
も
　
　
　
　
　
　
　
つ
ち

鹿
驚
か
す
て
ふ
引
板
の
声
　
軽
し
で
打
つ
槌
の
音
」
（
三
三
二
番
歌
）
な
ど

は
掲
出
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
茂
吉
の
関
心
の

所
在
を
「
7
6
　
梁
塵
秘
戯
よ
り
」
中
の
三
六
例
に
限
定
す
る
わ
け
に
い
か
な

い
が
、
そ
の
一
端
を
知
る
に
は
有
益
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
既
述
の
新
間
の
判
断
の
根
拠
と
な
っ
た
「
漢
語
や
仏
典
語
」
と
い
う
観
点

に
立
つ
と
、
そ
の
三
六
例
中
に
は
確
か
に
、
「
釈
迦
」
「
平
等
大
慧
」
「
童
子
」

「
菩
提
」
「
大
樹
」
「
長
者
」
「
白
牛
」
「
寂
箕
」
「
法
華
経
」
「
僧
」
「
普
賢
」
「
菩

薩
」
「
娑
婆
」
「
迦
葉
尊
者
」
「
龍
女
」
「
毘
寄
山
」
「
三
身
仏
性
」
「
沙
羅
」
「
苦

行
」
「
若
王
子
」
「
衆
生
」
「
妙
法
」
「
博
徒
」
「
修
行
者
」
な
ど
が
確
認
で
き
る
。

茂
吉
が
気
に
入
ら
な
く
な
っ
た
と
記
し
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
語
句
だ
っ
た

の
だ
ろ
う
か
。

　
茂
吉
が
ど
の
よ
う
な
語
を
念
頭
に
置
い
て
「
音
便
や
漢
語
や
を
…
織
り
交
ぜ

た
、
一
種
促
迫
し
て
強
く
跳
ね
返
る
や
う
な
言
葉
」
と
言
っ
た
の
か
に
つ
い

て
は
岱
先
に
触
れ
た
茂
吉
自
身
が
示
す
改
作
例
（
八
例
）
に
よ
っ
て
そ
の
一

端
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
を
考
察
の
手
が
か
り
と
し
て
以

下
の
論
を
す
す
め
る
。

一一

@
改
作
の
具
体
例

　
1
　
「
あ
ら
た
ま
編
輯
手
記
」
中
の
改
作
例

　
茂
吉
は
改
作
例
と
し
て
、
次
の
八
例
を
「
あ
ら
た
ま
編
輯
手
記
」
中
に
示

し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
さ
ひ
　
こ
　
　
　
　
　
　
と
う
か
い
　
　
み
つ

　
（
1
）
ぽ
っ
か
り
と
朝
日
子
あ
か
く
東
海
の
水
に
生
れ
て
み
た
り
け
る
か

　
　
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
原
作
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
み

　
　
　
　
ゆ
ら
ゆ
ら
と
朝
日
子
あ
か
く
ひ
む
が
し
の
海
に
生
れ
て
み
た
り
け

　
　
　
　
る
か
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
改
作
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
ろ
　
あ
は
　
　
　

は
や
か
ぜ
　
　
　

き
い
っ
ぽ
ん

　
（
2
）
い
ち
め
ん
に
ふ
く
ら
み
円
し
粟
ば
た
け
疾
風
と
ほ
る
生
一
本
の
か

　
　
　
　
ぜ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
原
作
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
ろ
　
　
あ
は
は
た
　
　
し
ほ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
や
か
ぜ

　
　
　
　
い
ち
め
ん
に
ふ
く
ら
み
円
き
粟
畑
を
潮
ふ
き
あ
げ
し
疾
風
と
ほ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
改
作
）

　
　
　
　
か
い
ひ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
す
り
　
　
　
　
く
わ
え
ん

　
（
3
）
海
浜
に
人
出
で
来
り
ゆ
ふ
待
ち
て
海
の
薬
ぐ
さ
火
炎
に
焼
き
ゐ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
原
作
）

　
　
　
　
い
く
た
り
も
人
出
で
来
り
ゆ
ふ
待
ち
て
海
の
薬
草
に
火
を
つ
け
に

　
　
　
　
け
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
改
作
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
そ
た
か
む
ら

　
（
4
）
ひ
ゆ
う
ひ
ゆ
う
と
細
篁
を
か
た
む
け
し
風
ゆ
き
て
な
ご
り
ふ
か

　
　
　
　
く
澄
み
つ
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
原
作
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
む

　
　
　
　
ひ
と
む
き
に
細
篁
を
か
た
む
け
し
寒
か
ぜ
の
な
ご
り
ふ
か
く
こ
も

　
　
　
　
り
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
改
作
）

　
　
　
　
は
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か

　
（
5
）
原
つ
ば
に
絵
を
か
く
男
ひ
と
り
来
て
動
く
け
む
り
を
描
き
に
け
る

　
　
　
　
か
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
原
作
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か

　
　
　
　
冬
原
に
絵
を
か
く
男
ひ
と
り
来
て
動
く
け
む
り
を
描
き
は
じ
め
た

　
　
　
　
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
改
作
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
だ
い
し
ゅ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
を
　
　
　
ほ
だ
ち

　
（
6
）
か
ぜ
と
ほ
る
棒
の
太
樹
う
つ
だ
ち
て
青
の
火
立
と
な
り
に
け
る
カ

　
　
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
原
作
）
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ふ
と
き

　
　
　
　
か
ぜ
む
か
ふ
樫
太
樹
の
日
で
り
葉
の
青
き
う
つ
だ
ち
し
ま
し
見
て

　
　
　
　
居
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
改
作
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
す
　
　
　
　
く

　
（
7
）
ふ
ゆ
空
に
虹
の
立
つ
こ
そ
や
さ
し
け
れ
角
兵
衛
童
子
幽
か
に
来
る

　
　
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
原
作
）

　
　
　
　
ふ
ゆ
空
に
虹
の
立
つ
こ
そ
や
さ
し
け
れ
角
丘
ハ
衛
童
子
坂
の
ぼ
り
つ

　
　
　
　
つ
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
∴
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
改
作
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
だ
い
し
ゅ
　
　
こ
し
た
や
み

　
（
8
）
は
ざ
ま
な
る
杉
の
大
樹
の
木
下
闇
ゆ
ふ
こ
が
ら
し
は
葉
お
と
し
や

　
　
　
・
ま
ず
　
　
，
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
原
作
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
だ
い
し
ゅ

　
　
・
　
は
ざ
ま
な
る
杉
の
大
樹
の
下
闇
に
ゆ
ふ
ご
が
ら
し
は
葉
お
と
し
や

　
　
　
　
ま
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
改
作
）

（
1
）
の
改
作
個
所
の
一
つ
は
、
先
の
引
用
で
茂
吉
が
例
示
し
て
い
た
六
例

中
の
一
例
「
ぽ
っ
か
り
と
」
で
あ
る
。
半
濁
音
と
促
音
と
か
ら
な
る
こ
の
語

句
は
「
ゆ
ら
ゆ
ら
と
」
に
改
め
ら
れ
た
。
も
う
一
個
所
、
「
東
海
の
水
」
が
「
ひ

む
が
し
の
海
」
に
改
め
ら
れ
て
い
る
。
漢
語
か
ら
和
語
へ
の
改
作
で
あ
る
。

（
2
）
は
、
風
の
表
現
「
生
一
本
の
か
ぜ
」
が
改
作
さ
れ
た
。
こ
の
語
句
の

「
一
本
（
イ
ッ
ポ
ン
）
」
と
い
う
音
は
、
漢
語
の
「
一
（
イ
チ
）
」
と
「
本
（
ホ

ン
）
」
と
が
結
び
つ
く
こ
と
で
、
「
イ
チ
」
に
促
音
化
、
「
ホ
ン
」
の
語
頭
に
半

濁
音
化
が
生
じ
て
形
成
さ
れ
る
。
音
数
の
観
点
か
ら
言
え
ば
、
「
イ
ッ
ポ
ン
ノ

カ
ゼ
」
で
定
音
数
の
七
音
を
満
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
茂
吉
は

「
生
（
キ
）
」
と
い
う
鋭
く
響
く
音
を
冠
し
「
キ
イ
ッ
ポ
ン
ノ
連
音
」
と
成
句

し
た
。
こ
の
一
句
は
、
茂
吉
自
身
の
言
う
「
音
便
や
漢
語
や
を
織
り
交
ぜ
た
、

一
種
促
追
し
て
強
く
跳
ね
返
る
や
う
な
言
葉
」
に
よ
く
当
て
は
ま
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
こ
れ
が
削
除
さ
れ
た
。
新
た
に
補
わ
れ
た
の
は
、
「
潮
ふ
き
あ
げ

し
」
と
い
う
風
の
通
り
道
を
示
唆
す
る
表
現
で
あ
る
。
（
3
）
で
は
、
例
示

さ
れ
た
「
火
炎
」
だ
け
で
な
く
「
海
浜
」
と
い
う
漢
語
も
除
か
れ
て
い
る
。

（
4
）
に
お
い
て
は
「
ひ
ゆ
う
ひ
ゆ
う
と
」
が
、
（
5
）
は
「
原
つ
ば
に
」
、

（
7
）
は
「
幽
か
に
来
る
も
」
の
四
三
調
の
結
句
が
改
作
さ
れ
て
い
る
。
い

ず
れ
も
、
前
掲
の
文
章
で
茂
吉
が
記
し
て
い
た
個
所
で
あ
る
。

　
（
6
）
と
（
8
）
の
改
変
個
所
に
つ
い
て
は
、
茂
吉
は
特
に
記
述
し
て
い

な
い
。
（
6
）
の
例
に
は
複
数
の
改
作
個
所
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
第
二
句
「
樫

の
太
…
樹
」
に
注
目
し
た
い
。
「
太
樹
」
の
読
み
が
「
ダ
イ
ジ
ユ
」
か
ら
「
フ
ト

キ
」
に
改
め
ら
れ
、
助
詞
の
「
の
」
が
次
の
第
三
句
に
つ
づ
く
位
置
に
変
更

さ
れ
て
い
る
。
（
8
）
で
は
、
「
木
下
闇
」
が
「
下
闇
に
」
に
改
作
さ
れ
た
。

こ
の
（
8
）
の
改
作
は
腰
句
と
呼
ば
れ
る
第
三
句
に
か
か
わ
る
が
、
助
詞
「
に
」

を
補
う
こ
と
で
体
言
止
め
に
よ
る
句
切
れ
を
解
消
し
て
い
る
。
こ
れ
は
上
句

か
ら
下
句
へ
の
流
動
性
を
増
す
こ
と
に
よ
っ
て
「
促
迫
」
の
緩
和
を
意
図
し

て
の
改
案
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
先
に
は
触
れ
な
か
っ
た
が
、
同
様
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
は
は
た

改
作
は
、
（
2
）
の
第
三
句
に
も
施
さ
れ
て
い
る
（
「
粟
ば
た
け
」
が
「
煮
干

を
」
に
）
。
既
述
の
（
6
）
の
改
作
も
一
つ
に
は
同
等
の
効
果
を
期
待
し
て

な
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
例
示
さ
れ
た
の
は
、
上
記
八
例
に
と
ど
ま
る
。
改
変
個
所
の
す
べ
て
に
言

及
で
き
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
こ
で
見
て
お
く
べ
き
要
点
は
押
さ
え
ら
れ

た
は
ず
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
茂
吉
が
問
題
と
す
る
大
正
三
年
作
に
施
さ
れ
た

改
作
を
見
て
お
き
た
い
。
改
作
の
視
野
に
入
っ
て
い
た
の
が
、
茂
吉
の
例
示

す
る
類
の
語
に
限
ら
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
で
あ
る
。

2
　
「
あ
ら
た
ま
編
輯
手
記
」
以
外
の
改
作
例

大
正
三
年
八
月
、
九
月
、
一
〇
月
の
「
ア
ラ
ラ
ギ
」

に
掲
載
さ
れ
た
作
品
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こ
ん
ぱ
く

に
つ
い
て
、
初
出
形
と
『
全
集
』
収
載
の
定
稿
と
を
く
ら
べ
て
み
る
と
、
「
魂
塊
」

　
　
た
ま
し
ひ
　
　
　
　
　
　
　
か
い
ち
ゅ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
い

を
「
魂
」
に
、
「
海
中
に
」
を
「
わ
た
つ
み
に
」
に
、
「
命
を
は
り
み
る
」

　
　
い
の
ち

を
「
命
を
は
れ
り
」
に
改
め
た
り
、
ま
た
「
大
小
老
若
」
を
除
い
た
0
，
と
、

先
の
例
同
様
、
漢
語
か
ら
和
語
へ
の
改
変
や
漢
語
そ
の
も
の
を
削
除
し
た
例

な
ど
が
確
認
で
き
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
れ
以
外
で
改
作
の
対
象
と
な
っ
た
作

品
を
六
例
（
注
7
）
あ
げ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
ろ
む

　
（
1
）
た
い
ぼ
く
の
橡
の
あ
た
ま
は
風
の
な
か
徽
葉
た
ふ
と
く
諸
向
き
に

　
　
　
　
け
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
初
出
）

　
　
　
　
と
ち
　
　
ふ
と
き
　
　
　
　
　
　
ふ
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
つ
き
　
　
　
　
わ
か
ば
　
　
　
　
　
　
　
　
も
ろ
む

　
　
　
　
橡
の
太
樹
を
い
ま
吹
き
と
ほ
る
五
月
か
ぜ
轍
葉
た
ふ
と
く
諸
向

　
　
　
　
き
に
け
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
全
集
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
ぐ
ら
も
ち
　
　
　
　
あ
き
ら
め

　
（
2
）
こ
の
朝
げ
ひ
た
急
ぐ
土
の
土
龍
わ
が
諦
念
は
歪
な
あ
り
そ
ね

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
初
出
）

　
　
　
　
　
　
あ
さ
け
一
　
い
そ
っ
ち
も
ぐ
ら
も
ち
　
　
　
　
　
わ
れ
み

　
　
　
　
こ
の
朝
明
ひ
た
急
ぐ
土
の
土
龍
か
な
し
き
も
の
を
我
見
た
り
け

　
　
　
　
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
全
集
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
す
　
　
　
　
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ゃ
も

　
（
3
）
昼
さ
が
り
ひ
と
り
幽
習
来
は
て
つ
る
此
処
に
軍
鶏
群
れ
翁

　
　
　
　
き
に
け
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
初
出
）

　
　
　
　
　
　
な
つ
　
　
ひ
　
　
　
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
や
う
み
ん
　
　
　
　
　
　
　
つ
ち
は
ら
　
　
し
ゃ
も

　
　
　
　
は
つ
夏
の
目
の
照
り
わ
た
り
た
る
狂
院
の
せ
と
の
土
原
に
船
難

　
　
　
　
む
ら
が
れ
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
全
集
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
を
ば
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
（
4
）
空
を
か
ぎ
り
円
く
ひ
ろ
こ
れ
る
青
畑
を
響
上
ぼ
る
人
ひ
と

　
　
　
　
り
居
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
初
出
）

　
　
　
　
そ
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
を
は
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
と

　
　
　
　
空
を
か
ぎ
り
ま
ろ
く
ひ
ろ
こ
れ
る
青
畑
を
い
そ
ぎ
て
の
ぼ
る
人

　
　
　
　
　
　
　
み

　
　
　
　
ひ
と
り
見
ゆ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
全
集
）

　
　
　
　
か
い
し
が
ん
　

わ
ら
べ

　
（
5
）
海
此
岸
に
童
子
思
す
な
り
う
ら
う
ら
と
わ
が
ま
な
こ
よ
り
泪
こ
ぼ

　
　
　
　
る
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
初
出
）

　
　
　
　
か
い
し
が
ん
　
　
わ
ら
べ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
　
　
　
み
つ
　
　
ひ
か
り

　
　
　
　
海
此
岸
に
童
の
こ
ゑ
す
な
り
う
ら
う
ら
と
照
り
満
る
光
に
わ
れ

　
　
　
　
入
ら
む
と
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
全
集
）

　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
ゴ

　
（
6
）
い
の
ち
守
る
ふ
た
り
重
犯
つ
べ
に
直
つ
つ
ま
し
く
塞
く

　
　
　
　
ひ
な
が
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
初
出
）

　
　
　
　
つ
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
い
の
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
う
み
　
　
　
　
　
　
た
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
を

　
　
　
　
妻
と
ふ
た
り
命
ま
も
り
て
海
つ
べ
に
直
つ
つ
ま
し
く
輝
く
ひ
に

　
　
　
　
け
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
全
集
）

（
1
）
は
「
あ
た
ま
」
が
、
（
2
）
は
禁
止
の
用
法
の
「
な
あ
り
そ
」
、
（
3
）

は
「
幽
か
に
」
と
「
か
が
や
き
に
け
り
」
、
（
5
）
は
「
泪
こ
ぼ
る
も
」
が
除

か
れ
て
い
る
。
（
4
）
と
（
6
）
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
か
が
や
き
」
と
「
か

が
や
け
り
」
の
語
が
削
除
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
語
句
は
、
漢
語
で
も
な

け
れ
ば
「
促
迫
し
て
強
く
跳
ね
返
る
や
う
な
言
葉
」
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
「
あ
ら
た
ま
編
輯
手
記
」
の
中
で
茂
吉
が
言
及
し
て
い
た
語
句

以
外
に
対
し
て
も
改
作
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
（
「
幽
か
に
」
は
、
そ
の
語

句
自
体
が
問
題
に
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
）
。

　
以
上
、
1
と
2
で
見
て
き
た
よ
う
な
用
法
や
語
句
を
、
茂
吉
は
な
ぜ
気
に

入
ら
な
く
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
試
行
錯
誤
の
さ
な
か
に
あ
っ
て
は
気
づ
か

な
か
っ
た
も
の
に
時
間
の
経
過
と
と
も
に
気
づ
き
、
そ
れ
が
こ
の
場
合
、
茂

吉
の
芸
術
観
に
そ
ぐ
わ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
齪
齢
が
生

じ
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
初
出
形
制
作
当
時
の
作
歌
に
お
け
る
環
境
を
茂
吉

み
ず
か
ら
分
析
し
て
、
「
自
発
的
の
も
の
が
多
い
が
、
読
書
に
よ
り
絵
画
彫
刻

な
ど
を
鑑
賞
し
た
こ
と
に
よ
り
友
と
の
交
流
に
よ
っ
て
所
働
的
に
も
な
さ
れ

て
る
る
」
と
の
発
言
か
ら
推
測
で
き
る
。
「
所
働
的
に
も
な
さ
れ
」
と
は
、
内

発
的
で
な
い
創
作
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
創
作
に
は
や
は
り
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ど
こ
か
無
理
し
た
と
こ
ろ
が
あ
り
、
結
果
的
に
意
に
添
わ
な
く
な
っ
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
が
改
作
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
対
象
と
し
て
茂
吉
の
目
に

映
っ
た
の
で
あ
る
。
茂
吉
は
同
じ
文
章
中
に
「
友
と
の
交
流
に
よ
っ
て
」
と

記
し
て
い
る
。
本
稿
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
留
意
し
て
お
く
べ
き
は
、
そ
の

時
期
に
親
し
く
し
互
に
そ
の
作
品
に
一
目
置
い
て
い
た
北
原
白
秋
と
の
関
係

で
あ
る
が
、
両
者
の
交
流
に
つ
い
て
は
前
掲
の
拙
稿
に
お
い
て
述
べ
て
い
る

の
で
こ
こ
で
は
繰
り
返
さ
な
い
（
注
8
）
。

三
　
茂
吉
が
注
目
し
た
大
正
三
年
の
白
秋
作
品

　
茂
吉
は
大
正
三
年
九
月
の
「
ア
ラ
ラ
ギ
」
に
お
い
て
、
同
年
七
月
、
八
月

の
「
文
章
世
界
」
、
八
月
の
「
ア
ラ
ラ
ギ
」
に
掲
載
さ
れ
た
白
秋
作
品
へ
の
感

銘
を
表
明
し
た
。
そ
の
中
か
ら
一
部
抄
出
す
る
。

　
　
　
　
大
正
三
年
七
月
「
文
章
世
界
」
よ
り

　
　
こ
ん
も
り
　

や
な
ぎ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
ほ
　

い
り
え
　
　
ひ
　
　
う
つ

　
　
写
字
と
楊
柳
倒
ま
さ
び
し
き
遠
き
入
江
に
日
の
移
る
な
り

　
　
　
　
く
も
　
　
き
し
　
　
は
や
な
ぎ
と
き
を
り
　
　
ふ
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た

　
　
か
げ
曇
る
岸
の
葉
柳
時
折
に
深
く
倒
な
ほ
堪
へ
ら
れ
ず

　
　
　
　
　
　
　
な
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
　
　
　
　
　
　
　
す
み
へ
ん
　
　
ご
　
ン
　
　
　
ふ
　
　
ふ
え

　
　
は
ろ
ば
う
に
波
劃
堪
へ
が
た
し
水
辺
の
午
後
に
吹
く
笛
を
ま

　
　
　
つ

　
　
あ
し
　
　
あ
し
か
す
　
　
　
　
ぎ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
　
ふ
　
　
　
く

　
　
藍
と
藍
幽
翠
銀
の
さ
～
な
み
を
立
て
て
か
こ
ち
ぬ
今
日
も
暮
れ
ぬ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
あ
き
　
　
か
ん
そ
　
　
　
　
　
　
あ
い
　
　
か
れ
き
い
ち
ぼ
く
か
す
　
　
　
　
ひ
か

　
　
か
く
の
ご
と
き
秋
の
簡
素
を
わ
れ
愛
す
枯
木
一
木
幽
劉

　
　
な
へ
ん
　
　

で
　

き
　
わ
れ
　
　
　
わ
れ
　
せ
な
か
か
す
　
　
　
　
　
　

ひ
か

　
　
那
辺
よ
り
出
て
来
し
我
ぞ
ゆ
く
我
ぞ
背
後
幽
力
に
カ
が
　
き
光
り

　
　
き
ん
ほ
し
き
お
も
ひ
わ
ら
べ
か
す

　
　
金
の
星
ひ
と
つ
消
え
ゆ
く
思
な
り
童
子
幽
善
い
ま
橋
わ
た
る

　
　
ふ
　
　
　
か
ぜ
　
　
　
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
ん
か
ん
　
　
　
は
　
　
　
　
　
　
　
　
た

　
　
吹
く
風
に
絶
え
ず
よ
ろ
け
て
雪
金
柑
の
葉
に
も
わ
れ
堪
へ
ら

　
　
　
れ
ず

傍
線
を
付
し
た

そ
し
て
「
幽
か
に
光
る
」
「
か
が
や
き
光
り
」
な
ど
の
結
句
四
三
調
の
用
法
は
、

茂
吉
作
品
中
に
も
見
ら
れ
、
そ
れ
が
改
作
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
こ
と
は
確

認
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

　
こ
の
時
期
の
白
秋
と
茂
吉
の
作
品
に
つ
い
て
は
、
「
作
風
の
上
に
お
け
る
歩

み
寄
り
が
、
は
っ
き
り
と
感
じ
ら
れ
る
」
（
木
俣
修
）
（
注
9
）
と
の
評
が
あ

る
よ
う
に
、
こ
こ
に
示
し
た
語
句
以
外
に
も
両
者
の
用
語
に
は
共
通
す
る
要

素
が
見
ら
れ
る
。
た
だ
し
無
論
、
そ
の
語
の
す
べ
て
を
茂
吉
は
改
作
対
象
と

判
断
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
「
あ
た
ま
」
を
用
い
た
例
に
「
に
ち

　
　
　
あ
め
　
　
　
　
　
　
　
　
か
い
ち
ゅ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ど
う
じ

り
ん
は
天
に
小
さ
し
海
中
に
浮
び
声
な
き
童
子
の
あ
た
ま
」
（
初
出
形
、
大

　
　
　
　
　
あ
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
も
　
　
な
み
だ
　
　
　
　
　
　
　
や
す
　
　
　
　
　
　
な
か

や
は
ら
か
に
赤
き
ラ
ム
プ
を
わ
が
点
す
涙
こ
ほ
る
玉
安
け
さ
の
中

　
　
同
年
八
月
「
ア
ラ
ラ
ギ
」
よ
り

　
　
　
　
え
ん
ぷ
だ
こ
ん

網
の
目
に
閻
浮
提
金
の
仏
み
て
光
り
響
秋
の
夕
ぐ
れ

も
ろ
　
　
　
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
く

両
の
掌
に
輝
り
て
こ
ほ
る
る
魚
の
か
ず
掬
へ
ど
も
掬
へ
ど
も
ま
た
由
り

　
こ
ほ
る
る

う
し
ろ
よ
り
西
日
射
せ
れ
ば
あ
な
寂
し
金
色
に
光
る
測
三
碧

赤
き
日
に
吸
は
れ
響
鳥
の
は
ね
遂
に
飛
び
入
り
姿
見
え
ず
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
ほ
そ
ら

木
々
の
上
を
光
り
消
え
ゆ
く
鳥
の
か
ず
遠
空
の
中
に
あ
つ
ま
る
あ
は

や
ま
か
ひ

山
峡
に
橋
を
架
け
む
と
姻
d
ぼ
行
基
菩
薩
か
金
色
光
に

き
ん金

の
星
時
に
響
岨
を
ゆ
く
彼
は
枯
草
負
ひ
た
る
男

　
　
同
年
八
月
「
文
章
世
界
」
よ
り

　
　
　
は
　
　
ひ
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ぜ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
わ
　
　
き
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
ゆ

ゆ
づ
り
葉
に
光
り
翁
働
き
た
り
た
ち
ま
ち
騒
ぎ
消
え
に
け
り
冬

　
　
　
　
　
ゆ
き
　
　
さ
び
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
　
ゴ
　
　
さ
へ
づ
　
　
す
ゴ
め

あ
か
つ
き
の
雪
に
寂
し
く
き
ら
め
く
は
木
々
に
青
る
雀
が
あ
た
ま

さ
か
な
　

き
さ
く
も
ち
き
し
た
　

か
ゴ
や

魚
さ
げ
て
も
て
来
し
お
作
冬
青
の
木
の
下
に
し
ば
ら
く
着
到

　
　
　
　
「
か
が
や
く
」
「
幽
か
に
」
「
こ
ぼ
る
る
」
「
あ
た
ま
」
の
語
、
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正
三
年
一
〇
月
）
が
あ
る
が
、
こ
の
一
首
中
の
「
あ
た
ま
」
は
保
存
さ
れ
て

い
る
。
こ
こ
に
は
、
茂
吉
の
芸
術
観
に
そ
っ
た
選
別
が
働
い
て
い
る
と
見
る

べ
き
で
あ
る
。
後
に
こ
の
一
首
に
つ
い
て
「
此
処
に
も
『
あ
た
ま
』
が
あ
る
。

『
あ
た
ま
』
と
い
ふ
と
好
い
気
持
に
な
っ
た
と
い
ふ
ほ
ど
で
あ
る
か
ら
、
乱

用
も
し
た
の
で
あ
っ
た
だ
ら
う
」
（
注
－
o
）
と
述
べ
て
い
る
。
掲
出
の
例
の
ほ

か
、
茂
吉
に
「
牛
」
（
大
正
三
年
九
月
「
地
上
巡
礼
」
）
、
白
秋
に
「
馬
」
（
大

正
四
年
一
月
「
地
上
巡
礼
」
）
な
ど
の
「
あ
た
ま
」
の
用
例
が
あ
る
。
禁
止
の

辞
「
な
…
そ
」
に
つ
い
て
は
わ
ず
か
な
参
照
範
囲
に
見
出
せ
な
い
が
、
そ
れ

は
容
易
に
白
秋
と
結
び
つ
く
用
法
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
第
一
歌
集
『
桐

の
花
』
（
大
正
二
年
一
月
）
の
巻
頭
に
白
秋
は
「
春
の
鳥
な
鳴
き
そ
鳴
き
そ
あ

　
　
　
　
と
　
　
　
　
も

か
あ
か
と
外
の
面
の
草
に
日
の
入
る
夕
」
の
一
首
を
排
し
て
い
た
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
茂
吉
が
改
作
対
象
と
し
た
語
句
は
商
秋
作
品
に
散
見
さ

れ
る
。
こ
の
点
を
踏
ま
え
て
、
大
正
四
年
八
月
に
刊
行
さ
れ
た
白
秋
第
二
歌

集
『
雲
母
集
』
を
ひ
ら
く
と
次
の
よ
う
な
歌
が
目
に
留
ま
る
。

　
　
固
垂
心
の
か
み
そ
り
た
だ
赤
し
わ
っ
と
ば
カ
り
に
逃
げ
出
す
わ
れ

　
　
　
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
　
ぐ

　
　
天
を
見
て
膨
れ
か
が
や
く
河
豚
の
腹
一
ん
と
　
り
切
る
昼
ふ
か
み
か
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
つ
ぼ
ん
　
　
　
　
は
ふ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
く
れ

　
　
桟
橋
に
劉
大
鮪
放
り
出
さ
れ
て
あ
り
た
り
日
暮

　
　
麦
藁
帽
子
野
菜
の
反
　
い
っ
ぱ
い
に
受
け
て
西
日
に
か
が
み
て
あ
る
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
し
ま

　
　
け
つ
け
っ
と
鳴
く
は
何
鳥
あ
か
あ
か
と
葦
間
の
夕
日
消
え
て
け
ら
ず
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
た
か
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ば
ら

　
　
か
う
か
う
と
金
の
射
光
の
二
方
に
射
す
罰
園
に
木
の
二
本
見
ゆ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
っ
か
　
　
　
　
　
　
　
　
は
ん
し
ゃ

　
　
鍬
下
ろ
せ
ば
う
し
ろ
向
か
る
る
冬
の
畑
そ
こ
に
ハ
赤
な
閻
魔
の
反

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
　
も
ば
た
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
な
日
が
落
ち

ば
ろ
ば
う
に
枯
木
わ
く
れ
ば
甘
藷
畑
お
つ
魂
げ
る

　
て
居
る

シ
ル
ク
ハ
ッ
ト
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
り
ひ
ま
っ
か

無
帽
吹
き
飛
ば
し
た
り
冬
の
風
落
日
真
赤
な
一

こ
ろ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
ル
ク
ハ
ッ
ト

橋
に

　
　
　
が
っ
て
ゆ
く
絹
帽
を
追
つ
カ
け
る
紳
士
老
い
た
り
野
は
冬
の
風

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
だ
ま
　
　
　
　
　
　
お

　
　
山
椿
照
り
お
そ
ろ
し
き
真
昼
時
登
坂
下
り
て
来
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
か

　
　
ほ
っ
た
り
と
思
ひ
あ
ま
れ
ば
地
に
紅
く
落
ち
て
参
す
る
椿
な
り
け
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
び
っ
く
り

　
　
大
き
な
る
椿
ほ
た
り
と
落
ち
し
な
り
吃
　
　
る
な
東
京
の
子
、

「
二
つ
ば
に
」
以
下
、
傍
線
を
付
し
た
個
所
に
注
目
し
た
い
。
例
え
ば
「
ぽ

ん
と
張
り
切
る
」
「
真
赤
な
閻
魔
の
反
射
」
「
お
つ
湯
げ
る
や
う
な
」
な
ど
の

表
現
が
見
ら
れ
る
が
、
ま
さ
に
「
促
迫
し
て
強
く
跳
ね
返
る
」
効
果
を
発
揮

す
る
語
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
四
首
目
に
引
用
し
た
「
麦
藁
帽

子
」
の
歌
は
白
秋
が
は
じ
め
て
「
ア
ラ
ラ
ギ
」
（
大
正
三
年
一
月
）
に
寄
稿
し

た
「
地
面
と
野
菜
」
中
の
一
作
で
あ
る
。

　
茂
吉
が
三
日
便
や
漢
語
や
を
織
り
交
ぜ
た
、
一
種
促
迫
し
て
強
く
跳
ね
返

る
や
う
な
言
葉
」
と
記
し
た
と
き
念
頭
に
置
い
て
い
た
の
は
、
白
秋
作
品
で

は
な
か
っ
た
か
。
改
作
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
結
果
と
し
て
『
雲
母

集
』
期
（
注
1
1
）
に
白
秋
が
用
い
た
語
句
に
関
わ
る
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
そ
う
見
え
る
の
は
偶
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
改
作
は
あ
る
程

度
意
識
的
に
も
な
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
て
み

た
い
。

四
　
　
「
模
倣
」
を
め
ぐ
っ
て

　
大
正
四
年
八
月
の
「
ア
ラ
ラ
ギ
」

吉
作
瞥
見
の
語
句
「
い
で
入
る
息
」

こ
と
に
対
す
る
反
論
で
あ
る
。

に
茂
吉
は
次
の
文
章
を
発
表
し
た
。
茂

が
、
白
秋
の
「
模
倣
」
と
難
じ
ら
れ
た

一　61　一



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
き

　
　
　
今
年
一
月
ご
ろ
『
黄
に
照
る
や
小
竹
林
を
そ
が
ひ
に
し
出
で
入
る
息

　
　
　
　
　
　
　
　
ゐ

　
　
を
い
つ
く
し
み
居
る
』
と
い
ふ
歌
な
ど
八
首
ば
か
り
作
っ
た
こ
と
が
あ

　
　
る
。
突
然
父
上
に
病
気
に
な
ら
れ
て
人
身
生
命
の
事
に
就
い
て
深
く
感

　
　
じ
て
る
た
時
の
作
で
あ
る
。
こ
の
歌
を
「
ア
ラ
ラ
ギ
」
二
月
号
で
発
表

　
　
し
た
当
時
、
或
人
が
葉
書
を
以
て
此
歌
の
『
い
で
入
る
息
』
と
い
ふ
句

　
　
は
白
秋
氏
の
、
『
麗
ら
か
や
、
出
で
入
る
息
の
、
わ
が
の
ぞ
と
お
も
へ
ば
、

　
　
息
の
、
麗
ら
か
や
、
は
れ
。
』
（
白
金
の
独
楽
）
の
泥
棒
で
あ
る
、
北
原

　
　
氏
を
模
倣
し
な
い
な
ど
と
広
言
し
て
置
き
な
都
ら
此
態
た
ら
く
は
醜
い

　
　
と
言
っ
て
呉
れ
た
。
予
は
恐
縮
し
た
が
立
言
に
は
服
し
難
か
っ
た
。
（
注

　
　
1
2
）

続
け
て
、
俊
恵
法
師
に
当
該
語
句
の
用
例
が
あ
る
と
応
じ
て
い
る
。
こ
の
文

章
が
示
す
よ
う
に
、
茂
吉
の
大
正
三
年
、
四
年
の
作
が
白
秋
作
品
と
似
通
っ

て
い
る
こ
と
は
当
時
か
ら
言
わ
れ
茂
吉
は
そ
れ
を
気
に
し
て
い
た
。

　
大
正
六
年
に
執
筆
し
た
「
価
　
か
う
か
う
　
続
き
」
（
注
1
3
）
と
い
う
一
文

で
は
、
「
『
か
う
か
う
』
と
い
ふ
副
詞
を
歌
に
用
み
た
の
は
予
に
は
じ
ま
る
こ

と
を
書
い
た
。
白
秋
氏
の
雲
母
集
に
は
こ
れ
が
多
く
用
ゐ
ら
れ
て
る
る
。
み

な
予
よ
り
も
後
に
用
み
た
」
と
述
べ
『
雲
母
集
』
中
の
用
例
す
べ
て
（
注
1
4
）

を
列
挙
し
次
の
点
を
問
題
に
し
て
い
る
。

　
　
『
か
う
か
う
と
風
の
吹
き
し
く
夕
ぐ
れ
は
金
色
の
木
々
も
あ
は
れ
な
り

　
　
け
り
』
と
い
ふ
歌
は
大
正
三
年
十
月
発
行
の
地
上
巡
礼
第
二
号
に
載
つ

　
　
た
も
の
で
あ
る
が
、
『
こ
れ
ら
は
三
崎
の
旧
作
な
り
う
め
草
に
抄
出
す
』

　
　
と
註
し
て
あ
る
の
は
ど
う
か
知
ら
ん
と
思
ふ
。
な
ぜ
か
と
い
ふ
に
北
原

　
　
氏
の
三
崎
居
住
時
に
は
予
の
『
か
う
か
う
』
は
未
だ
発
表
さ
れ
て
み
な

　
　
い
か
ら
で
あ
る
。
（
注
1
5
）

白
秋
は
、
大
正
三
年
一
〇
月
の
「
地
上
巡
礼
」
発
表
の
自
作
に
「
こ
れ
ら
は

三
崎
の
旧
作
な
り
う
め
草
に
抄
出
す
」
と
付
し
た
が
、
茂
吉
の
文
章
は
そ
れ

に
異
議
を
唱
え
た
筆
致
で
あ
る
。
も
し
そ
の
通
り
に
こ
れ
が
三
崎
居
住
時
代

の
「
旧
作
」
な
ら
ば
、
茂
吉
の
使
用
よ
り
も
早
い
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
点
に
関
す
る
事
実
の
論
及
は
本
稿
の
課
題
で
は
な
い
。
今
は
、
白
秋
の

模
倣
と
見
倣
さ
れ
る
こ
と
に
茂
吉
が
承
服
し
か
ね
て
い
た
ら
し
い
こ
と
、
そ

し
て
こ
の
文
章
が
「
あ
ら
た
ま
編
輯
手
記
」
中
で
繰
り
返
し
記
さ
れ
て
い
た

大
正
六
年
の
執
筆
で
あ
る
こ
と
を
押
さ
え
て
お
け
ば
十
分
で
あ
る
。

　
大
正
六
年
の
改
作
は
、
大
正
二
年
か
ら
四
年
に
か
け
て
の
茂
吉
の
試
み
が

一
旦
落
ち
着
き
、
そ
れ
ま
で
の
成
果
を
振
り
返
る
余
裕
が
で
き
た
と
こ
ろ
で

な
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
言
わ
ば
、
み
ず
か
ら
の
試
行
に
対
す
る
自
己
批

判
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
一
時
は
「
自
己
を
見
失
ふ
ほ
ど
」
（
柴
生
田
稔
）
（
注

1
6
）
傾
倒
し
た
白
秋
と
の
芸
術
観
の
相
違
を
確
認
す
る
作
業
と
も
な
っ
た
は

ず
で
あ
る
。
そ
の
過
程
で
、
白
秋
に
触
発
さ
れ
「
所
書
的
に
」
制
作
さ
れ
た

作
品
に
意
識
が
向
か
っ
た
の
は
自
然
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
「
徒
ら
に
他
人
の
模

倣
を
せ
ず
、
自
力
で
新
機
軸
を
出
さ
う
と
い
ふ
の
は
余
程
む
つ
か
し
い
こ
と

で
あ
る
」
（
「
あ
ら
た
ま
編
輯
手
記
」
）
と
記
し
た
と
き
、
茂
吉
に
は
白
秋
そ
の

人
が
思
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
白
秋
の
模
倣
と
言
わ
れ
た
こ
と
は
確
か
に
茂
吉
に
影
を
落
と
し
た
よ
う
で

あ
る
。
大
正
一
一
年
一
年
忌
刊
行
さ
れ
た
互
選
歌
集
に
お
い
て
、
茂
吉
は
次

の
よ
う
に
書
か
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。

　
　
　
僕
の
歌
は
、
『
白
秋
も
の
』
の
模
倣
だ
と
評
さ
れ
た
こ
と
は
一
再
に

　
　
と
ど
ま
ら
な
い
と
お
も
ふ
。
近
く
は
僕
の
「
あ
ら
た
ま
」
の
前
期
の
作

　
　
は
白
秋
君
の
「
雲
母
集
」
の
模
倣
だ
な
ど
と
い
は
れ
て
み
る
。
し
か
し
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白
秋
君
の
歌
は
、
茂
吉
の
歌
の
模
倣
だ
と
い
ふ
批
評
家
の
言
は
い
ま
だ

　
　
聞
か
な
い
ご
と
く
で
あ
る
。
（
注
1
7
）

　
そ
れ
に
触
れ
た
白
秋
の
言
を
引
い
て
お
く
。
「
世
評
な
ぞ
は
気
に
か
け
な
い

で
、
ど
し
ど
し
、
他
の
長
所
に
は
当
っ
て
体
得
し
た
が
い
い
の
で
あ
る
。
お

互
に
修
業
盛
り
と
い
ふ
事
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
」
と
述
べ
た
あ
と
、

　
　
　
最
後
に
云
っ
て
置
き
た
い
の
は
、
『
北
原
白
秋
選
集
』
の
序
に
、
斎
藤

　
　
君
は
同
君
の
歌
が
白
秋
も
の
の
摸
倣
だ
と
世
間
の
粗
筆
な
評
家
が
云
々

　
　
す
る
と
云
っ
て
可
な
り
気
を
病
ん
で
み
る
。
こ
れ
は
全
く
私
と
し
て
は

　
　
気
の
毒
に
思
ふ
。
（
中
略
）
何
に
し
て
も
同
時
代
に
生
れ
、
同
じ
道
に
執

　
　
し
、
同
じ
く
親
し
く
作
品
を
見
せ
合
ひ
も
す
れ
ば
、
歓
談
も
す
る
。
か

　
　
う
し
た
間
に
自
然
互
に
影
響
し
合
ふ
と
い
ふ
事
は
、
敏
感
で
あ
る
詩
人

　
　
で
あ
り
、
歌
人
で
あ
る
ほ
ど
如
何
と
も
為
難
い
事
で
あ
る
。
（
注
1
8
）

と
記
し
て
い
る
。

お
わ
り
に

　
本
稿
で
は
、
大
正
六
年
に
着
手
さ
れ
た
改
作
に
よ
っ
て
茂
吉
が
自
作
か
ら

除
こ
う
と
し
た
も
の
の
内
実
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
試
み
た
。
改
作
例
を

検
討
し
た
結
果
、
白
秋
的
語
句
が
そ
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し

た
。
茂
吉
に
は
、
す
で
に
芸
術
観
の
相
違
が
明
確
に
な
っ
て
い
た
白
秋
の
作

風
が
意
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
新
問
進
一
は

茂
吉
の
発
言
を
『
梁
塵
秘
抄
』
に
対
す
る
興
味
の
消
失
と
解
釈
し
た
が
、
む

し
ろ
、
自
作
の
上
に
痕
跡
を
と
ど
め
る
白
秋
的
作
風
へ
の
批
判
と
し
て
理
解

さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。

〔
付
記
〕

、
本
稿
に
お
け
る
『
全
集
』
は
、
『
斎
藤
茂
吉
全
集
』
（
全
三
六
巻
、
昭
和

四
八
－
五
一
年
、
岩
波
書
店
）
を
指
し
、
特
に
断
ら
な
い
か
ぎ
り
茂
吉
作

品
の
引
用
は
同
期
に
よ
っ
た
。

、
白
秋
作
品
の
引
用
は
、
特
に
断
ら
な
い
か
ぎ
り
『
白
秋
全
集
』
（
全
三
九

巻
・
別
巻
、
一
九
八
四
－
一
九
八
八
年
、
岩
波
書
店
）
に
よ
ρ
た
。

、
本
稿
で
引
用
し
た
短
歌
作
品
の
う
ち
初
出
形
に
つ
い
て
は
、
特
に
断
ら

な
い
か
ぎ
り
、
茂
吉
作
品
は
初
出
誌
に
あ
た
り
、
白
秋
作
品
は
『
白
秋
全

集
』
収
載
の
初
出
形
に
よ
っ
た
。

、
引
用
文
中
の
文
字
は
適
宜
通
用
の
字
体
に
改
め
、
傍
線
は
特
に
断
ら
な

い
か
ぎ
り
引
用
者
が
付
し
た
。

注

（
注
－
）
『
全
集
』
第
九
巻
「
後
記
」
に
よ
る
と
、
雑
誌
「
掲
載
状
況
未
詳
」

　
の
文
で
あ
り
、
『
童
馬
漫
語
』
（
大
正
八
年
八
月
、
春
陽
堂
）
初
出
と
推
定

　
さ
れ
て
い
る
。
大
正
三
年
執
筆
の
文
章
中
に
排
列
さ
れ
て
い
る
。

（
注
2
）
日
本
古
典
文
学
全
集
二
五
『
梁
塵
秘
抄
』
（
校
注
・
訳
者
　
新
間
進

　
一
、
昭
和
五
一
年
三
月
、
小
学
館
）
。
引
用
は
、
昭
和
五
二
年
七
月
第
三
版

　
に
よ
る
。
一
八
三
頁
。

（
注
3
）
完
訳
日
本
の
古
典
三
四
『
梁
塵
秘
抄
』
（
校
注
・
訳
者
　
新
間
進
一

　
外
村
南
都
子
、
昭
和
六
三
年
一
月
、
小
学
館
）
、
四
八
頁
。
本
稿
中
の
『
梁

　
塵
事
抄
』
本
文
の
引
用
は
同
書
に
よ
る
。

（
注
4
）
「
秩
父
山
」
の
題
。
「
据
風
呂
の
な
か
に
し
ま
ら
く
目
を
閉
ぢ
て
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
ぎ
や
う
じ
や

　
り
が
た
き
か
も
人
の
音
も
せ
ず
」
「
苦
行
者
は
と
ほ
り
け
ら
し
も
こ
の
水
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を
い
つ
く
し
細
し
と
い
ひ
に
け
ら
し
も
」
（
と
も
に
初
出
形
）
な
ど
が
秘
抄

影
響
歌
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
同
じ
く
秩
父
行
の
所
産
で
あ
る
「
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
ら
　
　
　
　
　
　
　
つ
ち
　
　
　
お

雨
」
中
の
一
首
「
ひ
さ
か
た
の
時
雨
ふ
り
く
る
空
さ
び
し
土
に
下
り
た
ち

か
ら
す

鴉
は
暗
く
も
」
（
初
出
形
）
に
つ
い
て
は
後
に
茂
吉
み
ず
か
ら
、
「
こ
れ
な

ど
も
、
や
は
り
梁
塵
秘
骨
ば
り
の
一
つ
の
変
化
で
あ
っ
て
」
と
そ
の
影
響

を
明
か
し
て
い
る
。

（
注
5
）
前
掲
書
、
二
二
四
頁
。
（
注
3
）
参
照
。

（
注
6
）
こ
の
一
首
に
つ
い
て
茂
吉
は
「
幾
分
釈
教
の
歌
に
な
が
れ
で
る
る

や
う
な
情
調
が
出
て
み
る
。
『
あ
は
れ
な
り
け
れ
』
が
即
ち
そ
れ
で
あ
る
」

と
述
べ
て
い
る
。
『
全
集
』
第
一
〇
巻
、
四
二
〇
頁
。

（
注
7
）
（
1
）
一
（
3
）
は
八
月
、
（
4
）
は
九
月
、
以
下
は
一
〇
月
。

（
注
8
）
こ
の
時
期
の
白
秋
と
茂
吉
の
交
渉
に
つ
い
て
は
木
俣
修
の
「
両
者

が
最
上
の
言
葉
に
よ
っ
て
敬
礼
を
交
し
、
親
愛
の
情
を
通
わ
し
て
い
る
こ

の
事
実
は
両
者
の
歴
史
の
上
に
特
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ

る
」
と
の
言
が
あ
る
。
「
白
秋
と
斎
藤
茂
吉
」
、
『
近
代
短
歌
の
諸
問
題
』
（
昭

和
三
一
年
七
月
、
新
典
書
房
）
、
一
二
九
頁
。
初
出
は
、
昭
和
二
九
年
一
一

月
「
短
歌
」
。

（
注
9
）
前
掲
書
、
　
＝
二
七
頁
。
（
注
8
）
参
照
。

（
注
－
o
）
『
全
集
』
第
一
〇
巻
、
四
一
九
頁
。

（
注
1
1
）
白
秋
は
「
雲
母
集
余
言
」
に
お
い
て
、
「
本
圃
は
大
正
二
年
五
月
よ

り
三
年
二
月
に
至
る
、
相
州
三
浦
三
崎
に
於
け
る
私
の
さ
さ
や
か
な
生
活

の
所
産
で
あ
る
」
（
『
白
秋
全
集
』
7
、
一
〇
七
頁
）
と
述
べ
て
い
る
が
、

こ
の
際
の
「
『
雲
母
集
』
期
」
は
、
同
集
の
編
集
が
終
わ
る
ま
で
の
時
期
を

含
意
し
た
。

（
注
1
2
）
「
8
2
　
言
葉
の
こ
と
」
、
『
全
集
』
第
九
巻
、
　
一
一
五
頁
。

（
注
1
3
）
『
全
集
』
第
九
巻
、
一
六
五
頁
。
雑
誌
掲
載
状
況
未
詳
。
大
正
六
年

執
筆
の
文
章
中
に
排
列
さ
れ
て
い
る
。
（
注
1
）
参
照
。
「
獅
　
か
う
か
う

続
き
」
に
「
続
き
」
と
あ
る
の
は
、
こ
れ
よ
り
先
茂
吉
は
、
「
8
7
　
　
『
か

う
か
う
と
』
と
い
ふ
副
詞
」
（
大
正
四
年
九
月
「
ア
ラ
ラ
ギ
」
）
を
書
き
、

　
「
計
ら
ず
芭
蕉
の
句
が
機
縁
に
な
っ
て
『
か
う
か
う
と
』
と
い
ふ
副
詞
が

予
の
心
の
中
に
入
っ
て
来
た
の
で
あ
る
」
と
「
か
う
か
う
」
の
「
プ
リ
オ

リ
テ
ー
ト
」
を
主
張
し
て
い
た
。

（
注
1
4
）
『
雲
母
集
』
中
に
「
か
う
か
う
」
は
七
首
認
め
ら
れ
る
。
茂
吉
が
こ

れ
を
排
列
順
に
引
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
執
筆
に
際
し
同
集
を
読
み
返

し
た
こ
と
が
分
か
る
。
白
秋
の
歌
の
特
徴
を
確
認
す
る
機
会
と
も
な
っ
た

で
あ
ろ
う
。

（
注
1
5
）
茂
吉
は
白
秋
の
一
首
を
「
か
う
か
う
と
風
の
吹
き
し
く
夕
ぐ
れ
は

金
色
の
木
々
も
あ
は
れ
な
り
け
り
」
と
し
て
引
用
し
て
い
る
が
、
初
出
誌

　
「
地
上
巡
礼
」
、
『
雲
母
集
』
（
大
正
九
年
三
月
第
四
版
を
参
照
）
と
も
に
結

句
は
「
あ
は
れ
な
る
か
も
」
と
な
っ
て
い
る
。

（
注
1
6
）
柴
生
田
は
、
「
時
雨
」
（
大
正
三
年
一
二
月
「
ア
ラ
ラ
ギ
」
）
に
お
い

て
「
自
秋
的
な
も
の
を
全
く
離
れ
た
茂
吉
独
自
の
世
界
が
現
出
」
し
た
と

分
析
し
、
そ
の
理
由
を
「
茂
吉
が
白
秋
と
の
共
鳴
の
問
に
自
己
を
見
失
ふ

ほ
ど
の
状
態
を
閲
し
て
来
た
た
ま
も
の
」
と
述
べ
て
い
る
。
『
斎
藤
茂
吉
伝
』

　
（
昭
和
五
四
年
六
月
、
新
潮
社
）
、
三
八
七
頁
。

（
注
1
7
）
「
「
北
原
白
秋
選
集
」
序
」
、
『
全
集
』
第
二
五
巻
、
一
二
三
頁
。

（
注
1
8
）
「
斎
藤
茂
吉
選
集
序
」
、
『
白
秋
全
集
』
2
1
、
二
四
八
頁
。
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