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チ
コ
ゥ
サ
ァ
の
詩
人
的
活
動
の
跡
を
た
ど
っ
て
み
る
に
、
『
蕎
被
物
語
』
か
ら
始
ま
っ
て
『
善
女
傳
説
』
に
い
た
る
諾
ど
の
作
品
は
い

づ
れ
も
皆
大
陸
文
學
の
強
い
感
化
の
下
で
書
か
れ
た
。
そ
の
手
法
ば
か
り
で
な
く
、
題
材
も
多
く
は
外
國
か
ら
輸
入
さ
れ
た
も
の
で
、
從

３

っ
て
郷
案
と
か
赫
澤
と
い
っ
た
要
素
が
彼
の
作
品
中
に
は
雀
だ
多
い
。
そ
の
悩
時
の
あ
る
フ
ラ
ン
ス
詩
人
は
チ
ョ
ウ
サ
ア
を
「
偉
大
な
る

キ
ヤ
ン
ク
ペ
リ
巡
憩
の
世
界
一
二
一
五
七
一
ｓ

ま
へ
が
き
ｌ
『
キ
ャ
ン
タ
ペ
リ
・
テ
イ
ル
こ
に
開
す
る
一
考
祭
と
し
て
、
物
語
と
そ
の
語
り
手
と
の
関
係
を
臓
狐
す
る
。

文
字
遡
り
概
狐
で
あ
っ
て
、
個
々
の
語
り
手
に
つ
い
て
詳
述
す
る
こ
と
を
差
控
へ
る
ｏ
猫
印
刷
に
鋤
す
る
考
臘
か
ら
本
文
に
は
ロ

ー
マ
字
を
除
り
多
く
用
ひ
な
い
こ
と
に
し
、
必
要
の
場
合
に
は
註
繩
の
中
に
之
を
示
す
に
止
め
る
。
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丈
畢
研
究
錐
三
十
岬
二
ｓ
一
五
七
四
〕
。
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繩
諜
家
」
と
し
て
構
へ
て
ゐ
る
。
彼
の
『
ト
画
イ
ル
ス
と
ク
リ
セ
イ
デ
』
の
一
筋
は
ま
こ
と
に
傑
作
で
あ
り
、
そ
の
心
理
研
究
の
蒲
密
さ

や
性
格
猫
嬬
の
確
蛮
さ
に
於
て
近
代
イ
ギ
リ
ス
小
説
の
先
躯
た
る
榮
騨
を
描
っ
て
ゐ
る
に
逮
ひ
な
い
が
、
厭
洲
文
亜
か
ら
み
れ
ば
そ
れ
は

イ
タ
リ
ア
文
學
の
イ
ギ
リ
ス
版
に
過
ぎ
な
い
し
、
そ
の
題
材
も
欧
洲
文
畢
共
通
の
源
泉
た
る
古
代
ギ
リ
シ
ャ
に
求
め
て
ゐ
る
。

ま
こ
と
に
チ
ョ
ウ
サ
ア
は
島
王
幽
に
住
み
つ
つ
、
絶
え
ず
海
峡
の
彼
方
に
醗
感
の
泉
を
求
め
る
こ
と
年
久
し
か
っ
た
。
恐
ら
く
少
年
の

時
代
か
ら
詩
兼
を
執
っ
た
彼
は
、
そ
の
齢
が
五
十
を
過
ぎ
漸
く
そ
の
文
學
が
凹
熟
の
境
に
入
る
頃
ま
で
こ
の
傾
向
を
示
し
綾
け
た
。
こ
れ

ま
で
の
チ
コ
ウ
サ
ア
の
詩
什
と
み
て
ゐ
た
も
の
は
、
途
に
チ
ョ
ウ
サ
ァ
は
大
陸
文
第
の
信
奉
科
と
し
て
そ
の
輸
入
者
と
し
て
そ
の
繊
案
者
と

し
て
経
る
で
あ
ら
う
と
豫
想
し
た
か
も
知
れ
ぬ
。
し
か
る
に
こ
の
頃
に
な
っ
て
わ
が
詩
人
の
心
境
に
一
の
異
愛
が
起
っ
た
。
，
異
阿
に
の
み

向
け
ら
れ
て
ゐ
た
眼
を
自
國
の
方
に
稗
じ
、
近
く
身
の
逢
ｂ
に
題
材
を
と
り
、
潤
創
的
な
手
法
に
よ
り
潤
刺
的
な
榊
辿
を
有
つ
新
し
い
型

の
文
學
を
創
作
し
よ
う
と
す
る
意
圃
を
胸
に
懐
く
に
至
っ
た
。
こ
の
新
し
い
文
學
に
於
て
は
大
陸
文
學
の
傳
統
た
る
幻
夢
の
世
界
は
追
放

さ
れ
、
異
因
と
か
古
代
と
か
の
ロ
マ
ン
ス
椎
成
の
材
料
は
た
だ
そ
れ
自
慨
に
於
て
は
重
要
な
意
義
を
失
っ
た
。
こ
れ
に
代
っ
て
現
在
の
時

と
イ
ギ
リ
ス
の
砒
會
が
美
醜
さ
ま
ざ
ま
の
姿
を
映
じ
て
ゐ
る
人
生
記
録
が
制
作
さ
れ
た
。
〃
外
國
文
學
の
心
酔
者
と
し
て
チ
副
ウ
ウ
サ
ァ
を

目
し
て
ゐ
た
で
あ
ら
う
人
疫
に
と
っ
て
、
ま
こ
と
に
こ
の
方
向
郷
換
は
一
の
驚
き
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
も
っ
と
も
こ
れ
は
突
發
の
愛
異

で
は
な
い
。
從
來
と
雌
も
甘
美
な
ロ
マ
ン
ス
の
世
界
に
と
か
く
安
住
で
き
な
い
で
、
幻
夢
の
霧
の
中
に
折
奏
は
現
寅
の
形
を
顯
示
す
る
こ

の
詩
人
の
傾
向
に
は
著
し
い
も
の
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
部
分
的
な
現
は
れ
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
元
來
文
學
上
の
イ
ズ
ム
は
そ
れ
を
本
す

る
作
家
の
特
質
的
活
動
を
阻
止
す
る
弊
を
腿
ご
傳
ふ
。
チ
ョ
ウ
サ
ア
は
外
因
文
學
の
コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ン
を
迩
奉
す
る
の
餘
り
、
永
き
に

亘
る
詩
人
生
活
に
於
て
、
自
分
の
も
の
を
抑
へ
抑
へ
て
來
た
。
自
然
な
詩
想
の
動
き
も
傳
統
文
畢
の
定
型
に
流
し
、
現
澄
の
人
生
も
擬
人
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法
や
幻
夢
詩
の
鋳
型
に
溶
か
し
て
現
は
す
こ
と
を
詩
の
正
道
と
解
し
て
ゐ
た
と
さ
へ
老
へ
ら
れ
る
。
さ
う
し
た
「
正
道
」
か
ら
離
脱
す
る

；

こ
と
が
即
ち
眞
の
自
己
を
發
見
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
イ
ギ
リ
ス
詩
亜
は
大
陸
の
先
進
諸
國
の
右
た
な
か
っ
た
傑
れ
た
文
皐
作

５

品
券
一
有
つ
に
至
っ
た
。
ど
の
作
品
こ
そ
『
キ
ャ
ン
タ
ペ
リ
・
テ
イ
ル
ズ
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
さ
ま
ざ
ま
の
人
逹
に
よ
っ
て
語
ら
れ
た
さ
ま

ざ
ま
の
説
話
の
集
で
あ
る
。
説
話
そ
の
も
の
は
フ
ラ
ン
ス
、
ラ
テ
ン
、
イ
ク
，
リ
ァ
文
躍
か
ら
の
借
用
翻
案
が
多
い
が
、
語
り
手
は
い
づ
れ

も
イ
ギ
リ
ス
人
で
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
的
色
調
が
至
鯆
を
通
じ
て
強
い
。
作
者
チ
コ
ウ
サ
ア
の
性
格
が
微
妙
複
雑
を
極
め
て
ゐ
る
如
く
、
彼

の
代
表
作
た
る
こ
の
物
語
集
も
他
の
イ
ギ
リ
ス
文
學
の
中
に
そ
の
比
を
見
な
い
ほ
ど
複
雑
多
彩
な
内
容
を
有
つ
。

『
キ
ャ
ン
タ
ベ
リ
・
テ
イ
ル
ズ
」
は
二
重
の
性
格
を
具
へ
て
ゐ
る
。
そ
の
一
は
物
語
集
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
二
は
物
語
の
語
り
手
た
る

一
群
の
巡
澱
衆
の
道
中
日
記
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
と
の
二
つ
の
性
格
が
反
應
し
あ
っ
て
特
異
な
深
み
を
こ
の
作
品
に
典
へ
て
ゐ
る
。
ま

づ
物
語
集
と
し
て
の
『
キ
ャ
ン
タ
ベ
リ
・
テ
イ
ル
ズ
』
の
樅
成
に
つ
い
て
。

中
世
文
學
に
は
幾
つ
か
の
短
話
逓
枇
鋒
し
て
一
浦
の
物
語
集
に
牧
め
る
企
が
早
く
よ
り
行
は
れ
た
。
そ
し
て
そ
の
細
纂
も
無
雑
作
な
寄

、
せ
集
め
で
は
な
く
、
こ
れ
を
組
織
化
し
統
一
す
る
た
め
の
枠
組
が
案
出
さ
れ
た
。
ボ
カ
ア
チ
オ
の
『
デ
カ
メ
ロ
ン
』
の
序
話
な
ど
は
そ

・
の
適
例
で
あ
る
。
如
何
な
る
事
怖
の
も
と
に
、
如
何
な
る
動
機
よ
り
し
て
、
次
の
物
語
が
詔
ら
れ
た
か
を
披
露
し
説
明
す
る
た
め
の
一
小

話
が
ま
づ
巻
頭
に
置
か
れ
る
。
恐
ら
く
中
世
人
の
蛮
際
生
活
の
中
に
は
斯
う
し
た
物
語
を
詔
り
あ
ふ
つ
ど
ひ
が
艇
糞
行
は
れ
、
そ
れ
が
説

話
文
學
の
一
の
型
を
生
ん
だ
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
と
も
あ
れ
チ
コ
ウ
サ
ア
が
胃
キ
ャ
ン
タ
ベ
リ
・
テ
イ
ル
ズ
』
の
榊
造
を
飛
想
し
た
と
き
、

一
の
序
話
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
物
語
の
集
成
と
い
ふ
意
味
に
於
て
は
、
中
世
文
皐
上
な
ん
ら
の
新
機
軸
を
閃
し
た
の
で
は
な
い
。
既
に
彼

・
み
づ
か
ら
『
善
女
体
説
」
な
ど
の
哲
作
に
於
て
短
話
聚
集
を
企
て
た
。

キ
ヤ
ン
タ
ペ
リ
巡
謹
の
価
界
三
（
三
五
七
五
）
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因
に
こ
の
累
皿
女
傳
説
』
な
る
説
話
錐
底
チ
コ
ウ
サ
ア
の
作
品
の
中
で
催
作
で
は
あ
る
が
作
者
自
身
の
野
望
的
な
意
咽
ぞ
滿
足
せ
し
め

な
か
っ
た
、
あ
る
意
味
で
は
失
敗
の
作
品
で
あ
っ
た
。
失
敗
の
因
を
な
す
も
の
は
そ
の
題
材
の
選
び
方
に
あ
る
。
繊
愛
に
殉
じ
た
貞
節
純

怖
な
古
今
の
婦
女
の
逸
話
傳
説
を
集
大
成
す
る
碓
想
の
下
に
蒲
手
さ
れ
た
こ
の
作
品
は
，
そ
れ
が
除
り
に
も
限
定
さ
れ
た
題
材
を
除
り
に

も
一
方
的
な
人
生
観
に
基
い
て
取
扱
は
い
ば
な
ら
ぬ
窮
蝸
さ
に
詩
人
を
倦
怠
せ
し
め
た
。
チ
ョ
ウ
サ
ァ
の
詩
心
は
さ
う
し
薦
半
調
さ
に
耐

へ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ら
う
。
こ
の
經
嶮
は
彼
が
次
に
計
識
し
た
物
詔
集
の
題
材
を
き
は
め
て
庇
い
範
園
に
求
め
し
め
、
そ
の
内
容
を

き
は
め
て
複
雑
多
様
な
ら
し
め
る
努
力
へ
と
導
い
た
の
で
あ
ら
う
。
そ
れ
は
努
力
と
い
ふ
よ
り
寧
ろ
自
然
な
傾
向
で
あ
っ
た
。
閥
途
な

チ
ョ
ウ
サ
ア
の
文
瑛
精
川
が
兵
に
自
己
に
適
す
る
手
注
と
題
材
を
独
得
し
た
と
き
、
そ
れ
は
人
生
の
美
醜
の
諸
祁
を
表
現
し
千
姿
臨
態
を

含
ん
だ
作
舳
と
し
て
現
出
す
ぺ
き
筈
で
あ
る
。
『
蕃
女
傳
読
』
に
於
て
は
除
り
に
も
窮
屈
な
拘
束
を
自
ら
の
上
に
課
し
そ
の
題
材
筵
自
ら

制
限
し
て
苦
杯
駐
拝
め
た
チ
ョ
ウ
サ
ア
は
、
新
し
く
詰
想
し
た
銘
二
の
物
語
集
に
於
て
は
最
大
限
度
の
自
由
を
自
ら
に
典
へ
る
方
法
を
取

っ
た
．
そ
れ
憾
昌
燕
Ｉ
少
く
と
も
自
己
縮
小
或
腫
圓
驚
に
よ
る
方
幕
あ
る
．
暑
簡
塗
學
。
ゥ
芋
自
ら
脇
語
る

態
で
課
か
れ
て
あ
る
が
、
こ
の
形
式
は
寓
廷
詩
人
と
し
て
の
彼
の
地
位
が
さ
ま
ざ
ま
の
心
配
り
を
詩
作
の
上
に
要
求
す
る
に
遠
ひ
な
い
。

故
に
彼
は
次
に
企
間
し
た
物
語
集
に
お
い
て
は
、
多
く
の
人
々
を
拉
し
來
っ
て
そ
の
好
む
ま
ま
に
語
ら
し
め
、
自
分
は
暇
に
そ
の
華
録
者

た
る
に
過
ぎ
な
い
と
い
ふ
態
度
を
取
っ
た
。
そ
し
て
物
語
の
進
行
に
つ
れ
、
か
く
鞘
晦
し
た
詩
人
が
見
出
さ
れ
て
、
自
ら
諦
り
手
と
な
ら

ざ
る
淀
得
な
い
環
境
に
過
か
れ
た
と
き
、
彼
は
自
己
を
無
趣
味
に
し
て
智
鈍
な
一
介
の
男
と
し
て
表
現
し
よ
う
と
す
る
方
法
を
選
ん
だ
。

６Ｊ

／

か
う
し
た
自
己
鍵
貌
は
既
に
チ
ョ
ウ
サ
ァ
は
幾
度
か
醤
作
に
於
て
試
み
て
成
功
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
多
く
の
語
り
手
と
何
庭
に
求
め
る
べ
き
で
あ
る
か
。

背

グ

|k
’

あ

乱

〆

L



『
キ
ャ
ン
タ
書
ヘ
リ
・
テ
イ
ル
ズ
』
が
物
語
集
と
し
て
ユ
ニ
ー
ク
な
成
功
を
收
め
得
た
要
因
の
一
は
、
語
り
手
と
し
て
巡
漉
の
一
国
を
拉

し
來
つ
た
こ
と
に
あ
る
。
そ
し
て
彼
等
が
祗
會
的
に
も
教
養
の
上
で
も
多
種
多
様
で
あ
っ
た
如
く
、
物
語
そ
の
も
の
が
両
度
の
複
雑
性
を

辨
ぴ
て
来
た
。
イ
ギ
リ
ス
國
民
の
縮
岡
と
云
っ
て
も
よ
い
程
に
、
批
會
の
各
旙
職
業
の
各
種
別
を
網
難
す
る
や
う
に
選
ば
れ
た
聖
寺
参
拝

者
の
一
群
こ
そ
、
チ
ョ
ウ
サ
ア
の
い
み
じ
き
蒲
想
と
一
雪
ふ
く
き
で
あ
ら
う
。
こ
の
事
は
『
デ
ヵ
メ
ロ
ン
』
と
比
較
し
て
み
る
と
更
に
明
と

な
る
ｏ
『
デ
カ
メ
ロ
ン
』
に
於
け
る
語
り
手
は
う
画
ウ
レ
ン
ス
の
上
流
の
男
女
青
年
で
あ
り
、
階
級
的
差
別
を
紙
ぎ
、
み
な
一
様
に
優
雅

な
用
語
を
以
て
語
り
、
そ
こ
に
個
性
の
差
が
な
い
。
『
キ
ャ
ン
タ
ベ
リ
・
テ
ィ
ル
ズ
』
に
於
て
は
語
り
手
の
職
業
趣
味
教
養
の
異
る
に
つ
れ
、

佃
左
の
物
語
は
そ
れ
ぞ
れ
騎
士
的
な
血
薙
さ
や
へ
職
人
風
の
狸
雑
さ
、
僧
侶
的
な
末
香
臭
味
が
あ
り
、
同
じ
く
傭
籍
に
脇
し
な
が
ら
尼
寺
一

の
住
持
の
物
語
と
、
修
道
僧
の
そ
れ
と
は
題
材
や
締
紳
に
於
て
格
段
の
差
が
あ
る
。

か
く
寺
詣
で
に
物
語
集
成
の
契
機
を
見
出
し
た
の
は
果
し
て
チ
薊
ウ
サ
ァ
の
創
意
で
あ
ら
う
か
。
彼
と
同
時
代
の
さ
る
凡
雁
な
イ
タ
リ

ア
作
家
の
物
語
集
に
や
上
之
と
相
似
た
趣
向
が
兄
ら
れ
る
と
云
ふ
。
果
し
て
チ
ョ
ウ
サ
ァ
が
こ
の
作
品
の
影
騨
を
受
け
た
か
否
か
は
断
定

す
る
限
り
で
は
な
い
。
元
來
イ
タ
リ
ア
文
學
で
は
ダ
ン
テ
心
・
ヘ
ト
ラ
ル
カ
、
ポ
ヵ
ァ
チ
オ
な
ど
鐸
々
た
る
一
流
作
家
に
私
淑
し
て
ゐ
た

チ
ー
ウ
サ
ア
は
恐
ら
く
こ
の
二
流
作
家
を
問
題
に
し
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
と
も
あ
れ
、
彼
は
文
學
の
先
例
か
ら
蠕
示
さ
れ
る

ま
で
も
な
く
、
彼
の
身
近
か
に
寺
詣
で
の
さ
ま
を
観
る
こ
と
を
得
た
。
彼
は
一
三
八
五
年
の
春
か
ら
こ
の
方
、
グ
リ
ニ
ッ
ヂ
に
居
を
樵
へ

た
。
こ
こ
は
画
ン
ド
ン
か
ら
キ
ャ
ン
タ
等
ヘ
リ
へ
の
巡
概
の
途
中
に
あ
っ
た
か
ら
、
善
男
善
女
が
聖
寺
へ
集
ひ
詣
ふ
で
る
行
く
さ
師
る
さ
の

風
景
を
常
に
同
準
し
た
で
あ
ら
う
し
、
さ
ら
に
叉
、
彼
自
ら
斯
ろ
蒋
男
葬
女
の
群
に
加
は
っ
て
、
こ
の
行
事
を
内
部
か
ら
皿
く
さ
に
槻
察
し

た
で
あ
ら
う
と
想
像
す
る
こ
と
も
あ
な
が
ち
無
謀
の
わ
ざ
で
は
な
い
。
チ
ョ
ウ
サ
ア
は
そ
の
長
い
公
生
涯
を
通
じ
て
王
侯
蛍
族
と
深
い
開

キ
ャ
ン
タ
ペ
リ
巡
漉
の
批
界
五
（
三
五
七
七
）
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係
を
有
ち
な
が
ら
刺
一
般
民
衆
の
生
活
か
ら
隔
絶
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
の
は
、
元
来
彼
が
市
民
階
級
の
出
で
あ
る
ゆ
え
ば
か
り
で
な

。
、

く
、
包
容
性
の
豊
か
な
彼
の
性
格
に
も
因
る
の
で
あ
ら
う
。
キ
ャ
ン
タ
ベ
リ
巡
一
慨
衆
に
雑
る
詩
人
チ
ョ
ウ
サ
ア
の
姿
を
想
像
す
る
に
、
そ
れ

は
彼
の
自
謹
像
に
見
る
や
う
な
は
に
か
み
勝
ち
な
學
究
の
憂
鯵
な
姿
で
は
な
く
、
武
家
若
侍
か
ら
商
斑
職
人
ま
で
誰
彼
の
別
な
く
打
寛
け

た
會
話
を
交
は
す
世
憧
れ
た
通
人
の
そ
れ
で
あ
っ
た
ら
う
。

チ
ョ
ウ
サ
ア
が
そ
の
説
話
集
の
語
り
手
と
し
て
巡
泄
の
集
凹
を
選
ん
だ
こ
と
が
如
何
に
適
切
で
あ
っ
た
か
は
、
彼
の
奮
作
『
善
女
仰
読
』

の
効
果
と
比
較
す
れ
ば
自
ら
明
か
で
あ
る
。
後
者
に
於
て
は
獄
愛
に
忠
賞
な
り
し
婦
女
を
そ
れ
ぞ
れ
主
人
公
と
す
る
短
施
物
語
の
幾
つ
か

を
詩
人
み
づ
か
ら
物
語
る
慨
に
作
り
な
さ
れ
、
そ
の
取
材
そ
の
榊
造
ま
こ
と
に
千
鮒
一
律
の
印
象
を
與
へ
、
そ
の
雌
訓
さ
に
ま
づ
チ
ョ
ゥ

サ
ア
自
身
耐
へ
得
ず
、
未
完
結
に
経
っ
て
ゐ
る
。
こ
の
不
成
功
の
苦
澁
は
恐
ら
く
次
の
物
語
集
の
聯
想
に
際
し
、
材
料
を
如
何
に
多
彩
な

ら
し
め
、
榊
造
を
如
何
に
複
雑
な
ら
し
め
る
か
に
關
し
、
詩
人
を
し
て
深
く
反
行
せ
し
め
た
で
あ
ら
う
。
『
善
女
傳
読
』
に
於
て
詩
人
が
題

材
選
採
の
自
由
を
放
棄
し
「
懲
愛
道
の
殉
教
者
逵
」
に
そ
の
範
圃
を
局
限
し
た
憩
拙
さ
に
自
ら
復
響
す
る
か
の
如
く
に
、
次
作
に
於
て
は

全
く
細
の
拘
束
か
ら
開
放
さ
れ
た
立
場
に
自
己
を
世
く
こ
と
に
意
逓
川
ひ
た
。
聖
俗
の
別
な
く
雅
腿
狼
雑
を
間
は
す
、
凡
百
の
材
料
を
取

り
來
っ
て
之
を
そ
の
職
業
か
ら
見
て
そ
の
性
格
趣
味
か
ら
老
へ
て
肢
も
柄
に
嵌
ま
っ
た
と
岨
は
れ
る
語
り
手
の
口
か
ら
語
り
川
さ
し
め
る

椛
造
を
取
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
語
り
手
は
そ
れ
ぞ
れ
己
の
好
む
説
話
を
己
の
好
む
研
り
ぶ
り
を
以
て
物
語
る
自
山
を
與
へ
ら
れ
る
・

法
話
も
あ
り
、
幻
談
も
あ
り
、
武
勇
談
も
あ
り
、
戯
話
も
あ
り
、
繊
悔
話
も
あ
り
、
時
に
は
澱
節
を
辨
へ
ぬ
下
司
な
口
か
ら
尼
樋
狼
醜
な

怖
話
も
漏
れ
る
や
も
は
か
り
知
れ
ぬ
が
、
詩
人
は
之
を
抑
制
し
よ
う
と
し
な
い
。
落
し
こ
れ
ら
説
話
の
内
容
や
語
り
方
に
鋤
す
る
統
制
力

が
あ
る
と
し
た
ら
そ
れ
は
語
り
手
逹
、
す
な
は
ち
キ
ャ
ン
ク
マ
ヘ
リ
巡
漉
衆
の
莱
関
の
中
に
存
す
る
、
詩
人
は
全
く
典
り
知
ら
ぬ
、
と
い
ふ

宙

’

ｃ
、
づ
▲
了

乱



’1 1
I

態
度
を
取
っ
て
ゐ
る
。
現
に
チ
ョ
ウ
サ
ア
み
づ
か
ら
語
り
出
し
た
物
語
は
そ
の
中
途
に
於
て
散
糞
に
潮
笑
椰
揃
さ
れ
た
た
め
他
の
説
話
に

郷
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
ほ
ど
、
彼
は
自
ら
を
単
な
る
集
閲
の
一
員
に
過
ぎ
な
い
地
位
に
置
き
、
そ
の
集
図
の
記
鋒
係
と
し
て
克
明

に
忠
抵
に
語
ら
れ
た
説
話
を
讃
考
に
僻
へ
る
任
務
の
み
を
自
ら
に
課
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
ポ
ー
ズ
こ
そ
は
チ
ョ
ゥ
サ
ァ
の
就
會

人
と
し
て
の
デ
リ
カ
シ
イ
と
詩
人
と
し
て
の
蕊
術
的
愁
求
を
調
和
せ
し
め
る
巧
な
考
案
で
あ
っ
た
。

と
も
あ
れ
、
か
う
し
た
考
案
に
よ
っ
て
多
様
な
語
り
手
に
多
様
な
物
語
と
割
り
あ
て
得
べ
き
椛
造
を
わ
が
詩
人
は
雌
得
し
た
の
で
あ

る
。
し
か
ら
ぱ
之
に
次
い
で
こ
の
多
様
な
材
料
を
如
何
に
し
て
集
孵
す
べ
き
か
の
問
題
に
直
面
す
る
筈
で
あ
る
が
、
チ
ョ
ゥ
サ
ァ
の
場

合
、
．
こ
の
順
序
は
逆
に
考
へ
て
、
多
様
な
材
料
は
既
に
右
し
て
ゐ
る
の
で
、
こ
れ
に
適
は
し
い
語
手
を
得
る
こ
と
が
第
二
に
世
か
れ
た
問

題
で
あ
っ
た
ら
う
と
老
へ
ら
れ
る
。

〆
元
來
チ
ョ
ウ
サ
ア
は
多
く
外
國
の
番
を
誠
ん
だ
。
そ
し
て
誠
ん
だ
も
の
は
多
く
彼
の
涛
嚢
を
肥
し
た
。
読
書
と
詩
作
の
半
生
を
通
じ
て

彼
は
幾
多
の
短
縮
物
語
を
課
し
、
こ
れ
を
俊
底
に
減
し
て
ゐ
た
と
老
へ
ら
れ
る
。
そ
の
中
に
は
猫
立
の
作
品
と
し
て
は
小
規
棋
に
過
ぎ
る

も
の
も
あ
っ
た
ら
う
し
、
或
は
狼
雑
に
し
て
あ
か
ら
さ
ま
に
自
作
と
し
て
發
表
し
難
い
小
話
も
あ
っ
た
ら
う
（
ｌ
彼
は
宮
廷
詩
人
で
あ

っ
た
）
ｏ
か
う
し
た
播
て
難
い
短
箙
小
話
も
他
の
本
格
的
な
回
マ
ン
ス
な
ど
と
共
に
纏
め
て
一
の
集
と
衣
る
な
ら
ば
、
小
話
と
雌
も
そ
の
所

を
得
て
光
を
放
ち
多
彩
な
物
語
集
に
大
き
な
貢
献
を
す
る
で
あ
ら
う
。
そ
し
て
物
語
集
は
如
何
に
千
姿
蕗
態
の
内
容
を
嘘
り
人
Ⅲ
生
活
の

種
々
相
を
表
現
し
得
る
こ
と
で
あ
ら
う
。
そ
こ
に
は
姉
女
の
蝿
鑑
グ
リ
・
ジ
ル
デ
ィ
ス
の
美
談
も
あ
る
し
、
好
色
な
年
増
女
ゐ
閏
房
附
話
も
あ

る
し
、
聖
セ
シ
リ
ア
の
生
涯
を
取
扱
っ
た
敬
戊
な
法
話
も
あ
る
し
、
メ
リ
ペ
ェ
の
妻
プ
ル
ウ
デ
ン
ス
の
高
徳
を
語
る
散
文
の
通
話
も
あ
る

し
、
初
期
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
受
難
を
表
象
す
る
コ
ン
ス
タ
ン
ス
姫
流
汲
物
託
を
フ
ラ
ン
ス
語
散
文
か
ら
柵
案
職
文
化
し
た
中
筋
も
の
も
あ

キ
ャ
ン
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ペ
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巡
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祇
界
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る
し
、
雄
鶏
と
狐
が
活
躍
す
る
禽
獣
戯
話
も
あ
る
し
、
儲
時
の
世
人
か
ら
按
斥
さ
れ
て
ゐ
た
托
鉢
術
や
冤
罪
僻
の
樂
屋
話
も
あ
る
し
、
少

年
殉
敦
者
の
可
憐
に
し
て
悲
壯
な
る
仰
諭
も
あ
る
し
、
東
洋
渡
来
の
轆
靭
王
キ
ャ
ン
ピ
ス
ヵ
ン
と
露
馬
の
幻
想
的
な
ロ
マ
ン
ス
も
あ
る
。

か
う
し
た
潤
澤
な
素
材
の
外
に
‐
既
に
世
に
出
し
た
バ
ラ
モ
ン
と
ア
ア
サ
イ
ト
と
の
靹
枇
て
の
ロ
マ
ン
ス
は
筆
を
加
へ
て
集
の
中
に
細
入

す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
し
、
ま
た
絲
金
術
士
の
詐
巧
を
材
料
と
し
て
短
話
を
一
二
筋
創
作
し
得
る
だ
け
の
經
嶮
も
持
ち
合
は
せ
て
ゐ
る

か
ら
物
語
の
ス
ト
ッ
ク
は
十
分
の
筈
で
あ
る
。
事
変
チ
ョ
ウ
サ
ァ
が
こ
の
物
語
集
の
「
序
詞
」
に
於
て
誠
考
に
溌
告
し
た
汁
悪
に
よ
れ
ば
百

数
十
端
を
下
ら
な
い
物
語
が
準
備
さ
れ
て
あ
っ
た
。
何
た
る
地
大
多
彩
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
ら
う
。
恰
も
狩
野
派
川
條
派
の
大
作
の
間

に
鳥
獣
戯
推
が
混
り
浮
世
紬
が
加
は
り
南
宗
の
小
品
が
之
に
伍
し
更
に
西
域
か
ら
漉
來
の
宗
敏
謡
を
も
竝
ぺ
た
や
う
な
一
大
展
概
で
あ
る
。

そ
し
て
飛
廓
の
あ
る
じ
は
微
笑
を
湛
え
な
が
ら
、
人
臓
芳
年
の
俗
調
を
脈
ひ
給
ふ
方
は
宜
し
く
元
信
雁
畢
の
典
雅
を
鑑
蛍
し
絵
へ
と
告
げ

る
だ
け
の
餘
諮
を
示
し
て
ゐ
る
。

『
キ
ャ
ン
タ
ペ
リ
・
テ
イ
ル
ズ
』
は
多
彩
な
物
語
を
牧
め
た
中
世
文
畢
の
一
大
賓
庫
で
あ
る
。
し
か
し
物
語
の
み
を
読
ん
で
そ
の
語
り
手

た
る
巡
雌
衆
を
兄
遁
し
て
は
こ
の
一
罫
ル
ズ
の
全
面
を
知
り
得
た
と
は
云
へ
な
い
。
立
慨
彫
刻
の
興
の
良
さ
を
味
ふ
に
は
そ
の
背
面
や
側
面

か
ら
の
鑑
寅
が
必
要
で
あ
る
や
う
に
、
こ
の
物
語
集
の
醍
醐
味
を
深
く
知
る
た
め
に
は
、
説
話
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
説
話
を

粂

統
一
結
合
し
て
ゐ
る
要
素
ｌ
即
ち
物
語
至
側
に
對
す
る
序
詞
と
、
説
話
と
説
話
と
の
川
の
つ
な
ぎ
と
を
無
税
す
る
わ
け
に
ゆ
か
な
い
。

こ
れ
ら
の
部
分
は
時
に
権
棒
造
と
呼
ば
れ
、
こ
の
枢
の
中
に
そ
れ
ぞ
れ
の
説
話
が
嵌
め
こ
ま
れ
て
ゐ
る
さ
ま
は
、
恰
も
混
ぜ
張
り
屏
風
の

枢
と
地
の
や
う
で
あ
る
。
そ
こ
に
張
ら
れ
た
扇
面
、
短
冊
、
色
紙
は
と
り
ど
り
に
美
し
い
が
、
わ
れ
わ
れ
は
屏
風
の
紙
や
そ
の
ふ
ち
の
塗

り
の
良
さ
と
見
落
し
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
権
雛
迄
は
謂
は
ば
寺
詣
で
の
紀
行
記
、
ま
た
は
巡
澱
衆
の
行
欣
記
と
も
見
る
ぺ
き
部
分
で
あ

凶
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り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
説
話
と
同
様
に
作
者
の
深
い
感
興
が
こ
の
部
分
に
注
が
れ
て
ゐ
る
。
少
く
と
も
わ
れ
わ
れ
近
代
の
識
者
に
と
り
て
は
、

或
る
説
話
に
は
殆
ど
興
味
を
感
じ
得
な
い
場
合
が
あ
っ
て
も
、
巡
雌
の
言
葉
や
行
ひ
に
は
常
に
抑
へ
難
い
魅
力
を
感
じ
な
い
こ
と
は
な
い
。

Ｋ

寺
詣
で
の
善
男
善
女
を
登
場
人
物
と
兄
倣
し
て
、
「
ギ
ャ
ン
タ
ベ
リ
・
テ
ィ
ル
ズ
」
を
一
臆
の
人
生
喜
劇
と
老
へ
る
と
、
物
語
は
そ
れ
ぞ

臘
鳶
人
物
胤
白
ｌ
＃
に
長
い
脅
や
熱
に
＃
し
て
、
食
の
購
礎
驚
囎
に
；
に
す
る
．
そ
し
て
つ
な
ぎ
蝋

純
な
と
華
ｕ
き
で
は
な
く
、
近
代
劇
の
作
家
、
例
へ
ぱ
い
冨
巧
や
国
胃
臥
の
に
於
け
る
や
う
に
登
場
人
物
の
内
部
描
海
や
事
件
報
告
な
ど
を

、
、
、

、
、
、

含
ん
で
ゐ
る
。
（
此
黙
に
於
て
こ
れ
ら
近
代
劇
作
家
の
作
画
叩
は
劇
と
小
説
と
を
兼
ね
た
も
の
と
老
へ
ら
れ
、
と
書
き
の
重
要
性
が
増
大
す

る
。
）
そ
し
て
物
語
杢
確
の
「
序
詞
」
は
軍
に
語
り
手
迄
識
者
に
紹
介
す
る
作
者
の
口
上
で
は
な
く
し
て
巡
喋
普
劇
の
節
一
幕
を
椛
成
す

る
。
し
か
も
こ
の
鋪
一
幕
は
一
筋
の
劇
の
中
で
ど
の
場
面
よ
り
も
重
要
性
を
有
ち
、
そ
こ
に
表
現
さ
れ
た
議
場
人
物
の
そ
れ
ぞ
れ
の
性
格

〃

は
一
兇
い
か
に
も
平
板
的
に
、
類
型
的
に
、
靜
的
に
取
扱
は
れ
て
ゐ
る
が
、
こ
の
喜
劇
の
進
行
す
る
に
つ
れ
て
立
総
的
に
、
価
性
的
に
、
動

的
に
展
開
す
る
契
機
を
そ
の
内
に
含
ん
で
ゐ
る
。
例
へ
ぱ
「
序
詞
」
に
於
て
は
確
而
に
陳
べ
掲
げ
ら
れ
た
る
肯
像
幾
群
が
や
が
て
は
騨
迦

を
飴
め
そ
れ
ぞ
れ
特
異
な
歩
み
振
り
踊
り
方
を
示
す
活
人
形
と
現
じ
て
來
ら
の
で
あ
る
。
こ
の
驚
異
す
べ
き
宵
像
謎
の
一
群
を
個
別
的
に

考
察
鑑
堂
す
る
こ
と
は
暫
く
措
き
、
鐘
に
は
そ
の
肯
像
識
は
あ
ら
ゆ
る
階
級
、
あ
ら
ゆ
る
性
橘
を
右
つ
人
物
の
表
現
で
あ
り
、
云
は
ぱ
常

時
の
イ
ギ
リ
ス
紅
會
の
縮
闘
で
あ
る
こ
と
を
想
起
す
る
に
と
ど
め
よ
う
。

日
粥
生
活
に
於
て
は
相
逢
ふ
機
會
を
典
へ
ら
れ
な
い
各
階
級
各
職
業
の
代
表
者
が
集
ひ
寄
つ
一
Ｌ
一
の
集
關
を
榊
成
す
る
に
至
る
契
機
は

笈
に
寺
詣
で
と
い
ふ
行
事
に
あ
る
◎
ロ
ン
ド
ー
ン
は
サ
ザ
ッ
ク
の
と
あ
る
旅
宿
に
集
り
、
そ
こ
よ
り
キ
ャ
ン
タ
雲
ヘ
リ
の
寺
院
に
達
す
る
ケ
ン
ト

州
の
街
逝
が
こ
の
喜
劇
の
舞
蕊
と
な
る
。
そ
の
舞
塞
に
活
朧
す
る
人
物
と
し
て
は
武
士
階
級
か
ら
は
騎
士
、
箔
侍
、
術
士
が
選
ば
れ
、
籾

キ
ャ
ン
タ
ベ
リ
巡
憩
の
仙
界
九
ｓ
一
五
ハ
ロ
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識
階
級
の
代
表
に
は
幕
談
士
、
懸
師
、
大
學
生
、
詩
人
（
チ
ョ
ウ
サ
ア
自
身
）
が
加
は
り
、
宗
教
界
か
ら
は
修
道
僻
、
尼
寺
の
住
侍
と
そ

の
下
役
の
牧
師
、
托
鉢
僧
、
冤
罪
偶
、
村
の
牧
師
な
ど
が
州
で
、
職
人
階
級
は
桁
子
職
、
大
工
、
織
匠
、
染
物
工
、
家
典
職
が
所
脇
組
合

の
定
ま
り
の
服
装
を
し
て
代
表
し
て
ゐ
る
し
、
そ
の
外
に
商
人
、
船
頭
、
粉
屋
、
料
理
人
、
農
夫
な
ど
あ
り
、
ま
た
巡
哩
の
途
中
か
ら
統

金
術
士
の
徒
弟
と
名
乘
る
男
が
馳
せ
参
じ
た
り
、
一
行
の
東
道
役
を
勤
め
る
宿
屋
の
亭
主
が
ゐ
る
。
数
多
く
の
男
子
に
伍
し
て
女
性
と
し

て
尼
寺
の
住
持
と
バ
ァ
ス
町
の
内
儀
が
一
行
と
賑
は
し
て
ゐ
る
。
渡
際
王
侯
蛍
族
を
除
い
て
殆
ど
あ
ら
ゆ
る
崎
の
國
比
が
そ
の
代
表
者
を

一
人
づ
つ
と
の
集
削
に
送
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
代
表
群
は
そ
の
脇
す
る
階
級
の
岐
上
最
良
の
人
物
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の

職
業
人
の
典
型
と
し
て
恥
づ
か
し
か
ら
ぬ
粒
選
り
で
あ
る
。
船
頭
は
航
海
の
術
に
か
け
て
は
天
下
無
双
の
舟
乗
り
で
あ
り
、
料
理
人
は
板

場
と
し
て
は
ピ
ヵ
ー
で
あ
り
、
騎
士
は
欧
維
巴
に
名
だ
た
る
古
武
士
で
あ
る
。
斯
う
し
た
選
良
か
う
し
た
選
り
抜
き
の
代
表
新
は
そ
れ
ぞ

れ
の
職
業
に
由
来
す
る
陥
見
蒋
癖
を
具
現
し
て
ゐ
る
。
醤
師
は
聖
書
の
知
識
に
乏
し
く
黄
金
を
愛
す
る
醤
者
氣
質
を
有
ち
、
托
鉢
僻
は
善

男
善
女
を
編
い
て
淨
財
を
搾
取
す
る
悪
習
に
深
く
染
ま
っ
て
を
り
、
學
考
は
學
春
氣
質
、
農
夫
は
百
姓
氣
賀
に
徹
し
て
ゐ
る
。
此
黙
に
於

て
巡
澱
衆
は
類
型
た
る
を
免
れ
な
い
。
同
一
勝
同
一
職
業
に
共
通
な
性
癖
の
抽
象
と
考
え
ら
れ
る
。
：

類
型
は
具
偲
性
を
峡
ぎ
、
空
疎
な
、
兵
硬
性
に
乏
し
い
存
在
と
瞳
し
易
い
。
し
か
る
に
チ
ヨ
ウ
サ
ァ
の
藝
術
の
驚
異
は
こ
れ
ら
顛
型
が

類
型
で
あ
り
な
が
ら
同
時
に
最
も
鮮
か
な
佃
性
を
具
へ
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
。
類
型
と
個
性
と
が
一
個
の
人
間
の
中
に
重
な
り
合
っ
て
ゐ

る
。
粉
屋
は
粉
鴇
業
者
に
特
有
な
不
正
直
さ
で
桝
目
を
こ
ま
か
し
描
賛
淀
貧
る
一
般
的
な
粉
雄
で
あ
る
と
同
時
に
、
鼻
の
て
つ
。
へ
ん
に
疵

が
一
つ
あ
っ
て
そ
の
上
に
は
牝
豚
の
耳
の
剛
毛
の
や
う
な
赤
い
毛
が
生
へ
て
を
り
、
大
き
な
艫
に
似
た
口
か
ら
は
い
つ
も
狸
ら
な
戯
言
が

飛
出
し
、
力
の
弧
い
喧
嘩
好
き
の
男
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
『
キ
ャ
ン
タ
ベ
リ
・
テ
イ
ル
ズ
』
の
「
序
詞
」
を
過
ぎ
て
「
粉
屋
の
物
語
」
と

り

空

4

７
４



一
「
執
事
の
物
語
」
を
了
へ
る
甑
に
は
こ
の
男
の
粗
野
な
因
業
な
性
格
が
弧
く
印
象
づ
け
ら
れ
て
長
ぐ
忘
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
と
な

る
と
同
時
に
、
中
世
イ
ギ
リ
ス
の
粉
描
業
者
一
般
の
生
活
を
瞥
見
し
得
た
や
う
に
感
じ
る
。
遠
望
と
近
景
と
が
一
枚
の
譜
面
に
浮
き
出
し

て
来
る
の
で
あ
る
。

か
や
う
に
相
異
る
性
格
を
有
ち
相
異
る
祗
含
勝
に
蹄
す
る
三
十
人
の
男
女
は
一
つ
の
動
機
に
因
っ
て
、
平
素
彼
等
和
互
の
間
に
続
ら
さ

れ
た
端
雌
を
越
え
て
一
所
に
集
ま
り
一
の
團
艘
を
椛
成
す
る
。
そ
の
一
つ
の
共
通
の
動
機
と
は
即
ち
聖
寺
参
拝
と
い
ふ
敬
虚
な
動
機
で
あ

る
。
殉
教
の
聖
者
ト
マ
ス
・
ア
・
ペ
ケ
ッ
ト
（
弓
一
）
。
冒
吊
営
胃
。
六
の
庁
）
‐
こ
そ
彼
等
が
人
生
の
さ
ま
ざ
ま
の
憂
苦
に
際
し
て
或
は
病
畑
の
回

復
を
斬
り
、
或
は
放
中
の
蒜
な
き
を
所
願
し
、
そ
の
加
謹
を
家
つ
た
有
り
難
き
尊
考
で
あ
る
。
花
咲
き
烏
聴
る
陽
春
の
、
を
選
ん
で
、
彼

等
は
こ
の
聖
者
の
眠
る
キ
ャ
ン
タ
ベ
リ
の
寺
院
に
祇
願
成
就
の
御
職
詣
で
を
す
る
の
で
あ
る
。
祁
明
の
前
に
於
て
は
俗
界
の
茨
別
は
消
え

去
り
、
騎
士
も
織
匠
も
等
し
く
一
人
の
人
間
と
し
て
同
一
の
平
面
に
置
か
れ
る
。
寺
詣
で
は
祗
禽
雁
逓
水
平
化
す
る
。

ま
た
巡
鯉
は
一
の
行
旅
で
あ
り
遊
山
で
も
あ
る
。
ロ
ン
ド
ン
か
ら
キ
ャ
ン
タ
等
ヘ
リ
ま
で
の
往
還
に
礎
す
旬
川
は
日
常
生
活
の
拘
制
か
ら

開
放
さ
れ
て
自
山
に
暢
逹
に
樂
し
み
得
る
旬
日
で
あ
る
。
彼
等
は
春
の
う
ら
ら
か
さ
に
僻
ひ
、
酒
を
嗜
む
も
の
は
麥
酒
の
杯
逓
伽
け
る
。

同
行
の
旅
人
は
互
に
社
向
上
の
懸
陥
を
忘
れ
て
共
に
詔
り
打
典
す
る
。
一
行
中
の
粉
屋
は
サ
ザ
ヅ
ク
の
宿
腿
を
發
疋
す
る
と
き
風
笛
を
吹
、

／

き
鳴
ら
し
て
お
祭
り
氣
分
を
商
調
さ
せ
る
。
こ
の
し
ば
し
の
旅
を
終
へ
て
ロ
ン
ド
ン
へ
師
り
蓋
い
た
と
き
彼
等
は
常
の
環
境
に
復
蹄
せ
ぬ

ぱ
な
ら
な
い
こ
と
を
知
っ
て
ゐ
る
。
さ
れ
ば
こ
そ
彼
等
は
こ
の
幾
日
か
を
心
ゆ
く
ま
で
享
樂
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ま
こ
と
に
キ
ャ
ン
タ

ペ
リ
の
寺
詣
で
は
敬
塵
と
職
樂
と
の
二
亜
的
性
格
を
有
つ
の
で
あ
る
。
｝

と
の
巡
慨
の
途
上
に
道
中
の
興
趣
を
深
め
る
た
め
に
物
語
を
互
に
語
り
あ
ふ
催
し
が
行
は
れ
た
の
は
篭
し
自
然
で
あ
る
。
既
に
日
常
生

キ
ャ
ン
タ
・
ヘ
リ
巡
濯
の
世
界
一
一
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活
か
ら
遊
離
し
て
か
り
そ
め
な
が
ら
平
等
の
立
場
に
澄
か
れ
た
巡
澱
衆
は
弾
る
こ
と
な
く
取
り
繕
ふ
と
と
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
地
を
出

し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
性
格
や
教
養
に
應
じ
て
物
詔
の
材
料
を
選
ぶ
自
由
を
有
つ
。
若
侍
は
青
年
武
士
に
ふ
さ
は
し
い
愁
と
同
嶮
の
傳
奇
識
を

語
り
、
繩
直
な
大
畢
生
は
．
ヘ
ト
ラ
ル
カ
か
ら
學
ん
だ
烈
女
の
美
談
を
選
び
、
感
傷
的
な
尼
は
少
年
殉
教
者
の
悲
話
に
涙
と
絞
ら
せ
、
料
理

人
は
放
藻
に
身
を
持
崩
し
た
番
頭
の
行
状
記
を
話
し
、
、
ハ
ア
ス
の
町
の
多
怖
な
内
儀
は
そ
の
半
生
に
持
っ
た
幾
人
か
の
夫
の
州
評
を
し
、

豊
か
な
生
活
の
中
に
耽
美
的
な
趣
味
逓
有
つ
修
道
僻
は
「
拙
僻
の
庵
に
百
ほ
ど
も
減
し
て
ゐ
る
」
悲
劇
の
梗
概
を
叙
す
る
“
ま
た
巡
伽
途

上
の
環
境
に
因
っ
て
読
話
の
題
材
が
決
定
さ
れ
る
場
合
も
起
る
。
粉
雄
の
物
語
は
さ
る
大
工
職
の
女
房
が
そ
の
同
居
人
の
畢
生
と
姦
辿
す

る
と
い
ふ
筋
で
あ
っ
た
が
、
之
今
ぞ
鱸
い
て
ゐ
た
大
工
上
り
の
執
事
は
粉
屋
が
己
を
潮
笑
し
た
も
の
と
思
ひ
込
み
、
さ
る
村
の
粉
嵯
に
開
す
／

る
狸
雑
な
物
誘
を
以
て
之
に
應
酬
し
た
り
、
ま
た
召
喚
吏
と
托
鉢
傭
と
の
不
和
が
糊
じ
互
に
相
手
の
職
業
の
内
幕
を
染
螺
す
る
物
語
に
よ

‐
っ
て
泥
仕
合
を
減
ず
る
な
ど
、
こ
の
小
世
界
に
於
け
る
葛
藤
が
物
語
の
内
容
を
決
定
す
る
場
合
が
腹
糞
起
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
小
世
界
の
住
人
が
そ
れ
ぞ
れ
の
道
に
於
け
る
弟
一
人
者
で
あ
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
と
り
わ
け
大
き
な
存
在

と
し
て
誠
者
の
印
象
か
ら
永
く
淌
え
ぬ
人
物
は
か
の
宿
屋
の
亭
主
で
あ
る
。
チ
ョ
ウ
サ
ア
藝
術
に
於
け
る
性
格
創
造
の
極
致
と
し
て
、
シ
ェ

、

イ
ク
ス
ピ
ア
の
フ
ォ
ル
ス
タ
ア
フ
と
比
紬
し
得
る
此
男
は
「
御
殿
の
式
部
官
に
も
ふ
さ
は
し
い
ほ
ど
風
彩
の
堂
々
た
る
大
男
で
、
そ
の
眼

は
輝
き
、
無
遠
唯
な
口
を
利
く
が
、
匿
明
で
快
活
で
、
ロ
ン
ド
ン
の
商
業
街
チ
イ
プ
サ
ゴ
ド
に
こ
れ
ほ
ど
の
市
民
は
ゐ
な
い
」
と
詩
人
が

．
「
序
詞
」
の
中
で
ま
づ
記
述
し
て
ゐ
る
、
が
彼
の
性
格
は
漸
次
展
開
さ
れ
て
、
そ
の
輪
廓
の
太
さ
、
そ
の
如
才
な
さ
、
そ
の
諮
誰
の
粗
采
な

暹
ま
し
さ
は
巡
峨
の
旅
程
の
進
む
に
つ
れ
て
鮮
咽
に
現
は
れ
て
來
る
。
彼
は
自
ら
巡
灌
一
行
の
束
遁
の
役
を
買
っ
て
出
て
、
こ
の
小
世
界

の
猫
裁
者
と
し
て
振
舞
ふ
こ
と
を
許
さ
れ
る
。
彼
に
よ
り
語
り
手
が
指
名
さ
れ
、
語
り
物
の
内
容
が
注
文
さ
れ
る
。
巡
猟
衆
の
間
に
紛
争

山
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の
起
っ
た
と
き
之
を
調
停
す
る
の
も
彼
の
役
で
あ
る
。
物
語
競
演
禽
の
司
會
者
で
あ
る
彼
は
傍
若
無
人
に
語
り
手
を
椰
楡
し
、
潟
例
す
る

が
、
和
手
に
よ
っ
て
は
念
に
笠
を
造
り
つ
つ
ま
し
げ
な
口
調
で
話
し
か
け
る
。
ま
た
賢
夫
人
に
開
す
る
道
話
を
鱸
く
と
、
ロ
ン
ド
ン
に
残

し
て
來
た
己
が
女
房
の
は
し
た
な
さ
が
憶
ひ
出
さ
れ
て
聴
衆
の
前
で
泣
言
を
一
当
ふ
。
か
や
う
に
こ
の
亭
主
は
野
放
間
に
ｎ
分
を
さ
ら
け
出

、

し
て
見
せ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
彼
の
脈
腓
を
感
じ
慨
央
を
態
じ
、
蛮
在
人
物
以
上
の
兵
質
性
を
有
つ
存
在
と
し
て
彼
の
姿
を
兄
る
の
で
あ
る
。

現
存
す
る
チ
、
ウ
サ
ア
の
作
品
中
に
は
劇
文
學
の
範
鴫
に
入
れ
る
べ
き
も
の
は
一
端
も
な
い
。
し
か
し
形
式
に
於
て
は
と
も
あ
れ
、
『
キ
ャ

ン
タ
等
ヘ
リ
・
テ
イ
ル
ズ
」
の
巡
概
紀
行
は
正
に
刺
で
あ
り
、
そ
の
プ
ロ
タ
録
コ
ニ
ス
ト
は
こ
の
宿
屋
の
亭
主
で
あ
る
。

こ
の
劇
に
於
て
チ
ョ
ウ
サ
ア
が
彼
自
身
に
制
り
あ
て
た
役
は
ま
こ
と
に
微
盈
た
る
端
役
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
旅
程
第
一
日
あ
る
敬
虚
の

物
語
が
経
る
と
、
か
の
亭
主
は
悪
戯
氣
分
に
か
ら
れ
て
チ
ョ
ウ
サ
ア
に
向
っ
て
、
「
君
は
誰
だ
泡
？
、
ま
る
で
兎
で
も
捜
し
て
ゐ
る
や
う

だ
、
い
つ
も
地
面
ば
か
り
見
詰
め
て
ゐ
蔵
さ
る
わ
い
」
と
例
の
椰
楡
を
投
げ
か
け
る
。
「
愉
快
な
話
を
一
席
」
と
亭
王
に
促
さ
れ
る
ま
ま

Ｑ

に
彼
が
語
り
出
し
た
武
勇
仲
は
内
容
の
荒
店
無
稽
さ
、
措
辞
の
拙
劣
さ
の
た
め
亭
主
か
ら
制
止
さ
れ
る
の
を
合
鮎
ゆ
か
ず
、
チ
ョ
ゥ
サ
ァ

は
「
何
故
で
す
ね
」
と
反
問
す
る
。
亭
主
か
ら
拙
悪
な
詩
だ
と
正
面
か
ら
脇
倒
さ
れ
て
結
局
散
文
の
道
話
へ
卿
じ
、
辛
う
じ
て
語
り
手
と

し
て
の
責
と
果
し
た
。
こ
の
自
識
像
に
於
け
る
チ
ョ
ウ
サ
ア
は
世
事
に
疎
い
蒋
鈍
な
男
と
し
て
表
現
さ
れ
て
ゐ
る
。
自
明
の
事
理
に
開
し

て
「
何
故
で
す
ね
」
（
《
《
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