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自
然
詩
２
胃
匡
愚
。
の
骨
）
の
語
は
初
期
浪
漫
派
の
述
作
中
に
峻
交
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
必
し
も
そ
れ
は
一
義
的
で
な
く
、
フ

リ
ー
ド
リ
ヒ
・
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
や
ノ
ブ
ー
リ
ス
の
言
表
に
も
性
交
異
な
っ
た
意
義
に
川
ひ
ら
れ
て
ゐ
る
の
を
見
る
。
そ
の
上
と
の
概
念
を

明
確
に
規
定
し
て
ゐ
る
場
合
が
な
い
。
た
だ
Ｆ
・
、
ン
ユ
レ
ー
ゲ
ル
の
『
文
蕊
對
話
』
に
比
較
的
精
し
く
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
解
樺
が
見
ら

れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
今
こ
れ
を
手
が
か
り
と
し
て
「
自
然
詩
」
が
い
か
に
浪
挫
主
義
の
文
學
論
に
於
て
理
解
さ
れ
て
ゐ
た
か
、
ま
た
そ

こ
で
い
か
な
る
位
置
を
與
へ
ら
れ
て
ゐ
る
か
を
明
か
に
し
て
行
か
う
と
思
ふ
。

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
。
、
ン
ユ
レ
ー
ゲ
ル
の
『
文
誕
對
話
』
（
《
《
鼎
砦
乱
呂
垂
）
日
呂
⑦
胃
の
ぃ
尉
這
）
は
一
八
○
○
年
『
ア
テ
ネ
・
‐
ウ
ム
』

誌
上
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
浪
漫
主
義
の
文
學
論
を
窺
ふ
の
に
蚊
上
の
姿
料
と
し
て
、
研
究
家
の
肝
脈
を
畔
く
捻
討

の
對
象
と
な
っ
て
ゐ
る
。
こ
の
作
品
は
四
端
の
纒
ま
っ
た
小
論
文
を
中
に
含
ん
で
、
数
名
の
人
物
が
活
溌
に
文
畢
に
就
い
て
意

も

凋
逸
浪
漫
主
義
の
諸
問
題
六
五
ｇ
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六
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七
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漫
主
義
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題
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初
期
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漫
主
義
に
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詩
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四
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・
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の
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の
概
念
に
つ
い
て

く
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Ｑ

文
畢
研
究
錐
一
一
千
戦
六
六
ｇ
美
三
八
〕

今

見
を
應
剛
す
る
こ
と
に
な
っ
て
ゐ
て
、
論
文
と
い
ふ
の
も
斑
は
座
中
の
一
人
が
期
諭
し
た
や
う
に
扱
は
れ
て
ゐ
る
。
こ
こ
に
登

場
す
る
人
物
の
シ
ご
身
困
が
Ｆ
・
、
ン
ユ
レ
ー
ゲ
ル
で
あ
り
、
旨
Ｑ
ｏ
ぐ
－
８
が
シ
ェ
リ
ン
グ
で
あ
り
、
シ
コ
８
日
。
が
シ
ュ
ラ
ィ
ェ
ル

マ
ッ
ヘ
ル
で
あ
る
と
の
説
は
こ
の
場
合
深
く
穿
鰹
す
る
要
は
な
い
で
あ
ら
う
。

こ
の
論
文
が
『
文
墜
の
諸
時
代
』
、
『
榊
話
論
』
、
『
小
説
に
就
い
て
の
諜
簡
』
．
『
ゲ
ー
｜
プ
の
初
期
、
後
期
の
作
画
叩
に
於
け
る
様

式
の
種
堂
相
に
開
す
る
試
論
』
の
町
施
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
一
般
に
は
こ
の
論
文
と
な
っ
て
ゐ

る
部
分
の
み
が
重
要
脱
さ
れ
て
、
枠
を
な
し
て
ゐ
る
含
話
の
部
分
は
比
較
的
剛
却
さ
れ
て
ゐ
る
が
．
そ
こ
に
も
著
粁
の
文
藝
に

關
す
る
見
解
が
片
言
の
裡
に
、
見
落
せ
な
い
重
さ
を
も
っ
て
、
示
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
扱
は
う
と
す
る
自
然
詩

（
ｚ
胃
冒
己
。
２
の
）
に
つ
い
て
は
、
緒
言
に
當
る
簡
所
に
注
目
す
べ
き
發
言
を
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
滅
ん
で
第
一
に
吾
だ
が
識
り
得
る
こ
と
は
、
こ
こ
に
言
は
れ
る
「
自
然
識
陛
の
場
合
の
詩
（
宅
。
①
ぃ
ｇ
は
制
作
さ
れ
た
詩
藝
術

（
目
９
冨
三
碗
〕
の
。
ａ
ｏ
胃
）
と
は
殊
別
さ
る
べ
き
概
念
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
從
っ
て
ま
た
、
こ
の
自
然
詩
は
後
に
い
ふ
自
然
詩

（
ｚ
呉
昌
＆
ｎ
ヶ
目
。
Ｂ
と
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
晒
者
の
意
味
の
差
異
を
明
か
に
す
る
こ
と
が
、
既
に
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
の
ｚ
胃
胃
‐

冒
閏
の
の
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
淀
半
ば
以
上
解
明
す
る
と
言
っ
て
よ
い
く
ら
ゐ
な
の
で
あ
る
。

Ｆ
、
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
は
上
述
の
對
話
箙
圖
頭
の
部
分
に
次
の
や
う
な
言
葉
を
語
っ
て
ゐ
る
。

「
こ
れ
ら
の
も
の
（
詩
の
形
態
を
典
へ
、
詩
と
呼
ば
れ
る
も
の
）
は
、
草
木
の
う
ち
に
動
き
、
光
と
し
て
輝
き
、
子
供
に
あ
っ
て
微
笑

し
、
青
泰
の
盛
り
に
閃
め
き
、
懸
す
る
女
の
胸
に
燃
え
る
、
形
な
き
、
意
識
な
き
勺
。
２
①
に
比
す
れ
ば
何
物
で
も
な
い
。
し
か
し
こ
の

も
の
（
形
な
き
、
意
識
な
き
胃
の
里
の
）
こ
そ
太
初
の
、
根
源
的
な
詩
で
あ
っ
て
、
こ
れ
な
く
し
て
は
、
言
語
の
詩
は
決
し
て
生
じ
な
か
っ
た

十
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で
あ
ら
う
。
」

こ
こ
で
自
然
詩
を
言
語
藝
術
で
あ
る
詩
と
腫
別
し
て
ゐ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
普
通
に
詩
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
、
言
語
を
要
素
と
し

て
形
成
さ
れ
た
一
の
形
成
物
で
あ
る
が
、
シ
聖
レ
ー
ゲ
ル
は
形
な
き
３
２
の
と
言
っ
て
ゐ
る
。
そ
れ
は
詩
人
の
椛
想
作
川
と
か
表
現
活
動

と
か
に
か
か
は
る
と
こ
ろ
の
な
い
「
草
木
の
う
ち
に
動
き
、
」
「
子
供
に
於
て
ほ
ほ
ゑ
む
」
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
無
誰
減
に
枇
界
に

通
ね
く
行
き
わ
た
っ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
り
、
垂
見
を
は
な
れ
て
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
自
然
詩
の
普
通
の
詩
と
の
關
係
は
そ
れ
で
は
ど
う
な
る
で
あ
ら
う
か
。
そ
れ
を
見
る
前
に
先
づ
前
述
の
ｚ
四
目
目
。
胃
巨
員
と
の

腫
別
を
明
か
に
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

ｚ
胃
員
呂
、
言
一
員
の
概
念
は
主
と
し
て
ヘ
ル
デ
ル
に
よ
っ
て
、
充
蛮
し
た
、
勝
義
の
内
容
を
有
つ
に
至
っ
た
も
の
で
、
彼
に
よ
っ
て
烈

し
く
排
斥
さ
れ
た
局
鳥
目
＆
、
言
匡
員
の
概
念
に
對
澄
さ
れ
て
ゐ
る
。
周
知
の
ご
と
く
ヘ
ル
デ
ル
は
古
代
民
族
に
偲
承
さ
れ
た
体
説
、
民

、

間
に
残
る
古
き
歌
謡
の
価
値
逓
閖
明
し
て
、
猫
逸
の
文
蕊
思
想
史
に
刑
期
的
な
業
績
を
残
し
た
の
で
あ
る
が
、
彼
の
自
然
文
學
尊
亜
の
主

張
は
術
約
す
れ
ば
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

ｚ
脚
白
目
。
風
の
は
普
迦
は
ｚ
呉
胃
＆
。
ゴ
白
眉
と
同
義
に
用
ひ
ら
れ
る
。
（
○
照
．
局
匡
ご
ぃ
Ｓ
Ｏ
２
の
．
）
（
》
諏
弘
函
癖
譜
嚥
）
こ
こ
で

‐
は
便
立
上
ゴ
ル
フ
負
。
吋
儲
？
陣
烏
『
９
の
讐
の
園
の
５
の
や
う
に
、
雨
若
を
異
な
る
意
味
を
有
た
せ
て
使
川
し
た
。

因
み
に
ゲ
ー
テ
の
『
ギ
ル
ヘ
ル
ム
・
マ
イ
ス
テ
ル
』
に
つ
い
て
Ｆ
・
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
と
ノ
ヴ
ー
リ
ス
と
の
評
言
の
い
づ
れ
に
も

、
と
も
に
「
自
然
詩
」
の
語
が
見
え
て
ゐ
る
。
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
は
「
ミ
’
一
ヨ
ン
、
シ
ュ
。
ヘ
ラ
ー
タ
、
ア
ウ
グ
ス
チ
ー
ノ
ー
等
は

（
憲
雌
ア
ル
』
中
耳
総
営
祁
聖
な
一
族
で
、
杢
儒
に
浪
没
的
な
魅
力
ゑ
ぃ
楽
協
〈
へ
て
ゐ
る
」
桑
笛
調
い
冨
桑
）
皇
言
ひ

‘’
洞
逸
浪

ノ

貯

没
主
義
の
諸
問
題
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．
文
學
研
究
錐
三
十
稗
六
八
（
二
天
四
○
）

、
、
、

フ
ラ
グ
メ
ゾ
テ

ノ
ブ
ー
リ
ス
は
「
こ
の
警
の
う
ち
に
は
浪
漫
的
な
も
の
、
ま
た
自
然
詩
も
、
不
可
思
瀧
な
も
の
も
失
は
れ
て
ゐ
る
」
（
『
断
章
』
）
と

言
っ
て
ゐ
る
ｏ
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
の
こ
の
場
合
は
、
本
来
の
、
『
丈
藝
對
話
』
に
於
け
る
意
味
を
有
つ
と
解
す
べ
き
で
あ
る
が
，
ノ

ブ
ー
リ
ス
の
こ
の
場
合
の
自
然
詩
は
狭
義
に
、
自
然
描
海
の
美
と
い
ふ
ほ
ど
の
意
に
解
し
て
よ
い
と
忠
は
れ
る
。
他
の
と
こ
ろ

・
で
彼
が
「
マ
イ
ス
テ
ル
』
に
外
界
の
救
述
、
紘
錐
の
文
の
乏
し
い
こ
と
を
難
じ
て
ゐ
る
こ
と
か
ら
も
、
さ
う
見
る
の
が
安
営
で

｝
あ
ら
う
。
し
か
し
ノ
プ
ー
リ
ス
が
別
の
箇
所
で
、
戦
争
を
詩
の
作
川
で
あ
る
皇
同
ひ
、
（
岩
嬬
垂
与
ル
ヂ
ィ
）
愛
を
妓
商
の
自
然

詩
で
あ
る
と
言
っ
て
ゐ
る
の
は
（
『
同
上
』
）
ま
た
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
の
謂
ふ
自
然
詩
の
意
味
に
從
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
心

へ
ル
デ
ル
に
よ
れ
ば
、
人
間
で
い
へ
ば
小
児
、
民
族
で
い
へ
ぱ
自
然
民
族
は
暹
し
い
想
像
を
自
山
に
働
か
せ
、
純
粋
な
感
怖
の
言
語
、

〃

即
ち
詩
を
語
っ
て
ゐ
る
。
民
謡
は
か
か
る
素
朴
な
、
未
だ
合
理
化
さ
れ
な
い
根
源
的
感
怖
の
地
盤
か
ら
生
れ
た
と
い
ふ
こ
と
に
よ
っ
て
個

値
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
専
門
的
、
職
業
的
詩
人
が
誉
鍬
で
脳
漿
を
絞
っ
て
椿
へ
上
げ
た
文
化
誌
（
冒
冒
目
、
胃
目
巴
に
は
兄

ら
れ
な
い
興
蛮
感
が
あ
る
。
い
は
ば
自
然
が
そ
こ
で
歌
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
．
民
族
か
未
開
で
素
朴
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
．
そ
の
歌

謡
も
素
朴
で
あ
り
、
即
ち
一
層
生
氣
に
悔
み
、
自
曲
で
、
感
性
的
で
、
杼
悩
的
で
，
行
動
的
で
あ
る
筈
で
あ
る
。
」
そ
れ
は
「
紙
の
た
め

に
作
ら
れ
た
死
ん
だ
文
字
の
詩
」
で
な
く
、
直
接
な
感
傭
の
流
露
す
る
生
き
た
詩
で
あ
る
。
ヘ
ル
デ
ル
の
こ
の
見
解
を
端
的
に
命
得
す
る

た
め
に
は
、
吾
邦
の
寓
葉
の
歌
と
後
代
の
題
詠
歌
と
を
對
照
し
て
み
る
の
も
よ
い
が
、
ま
た
今
も
現
に
漁
村
山
里
に
残
る
古
来
の
民
謡

（
例
へ
ば
多
く
の
す
ぐ
れ
た
も
の
を
含
む
八
重
山
群
島
の
民
謡
の
ご
と
き
）
！
と
何
糞
小
唄
、
何
糞
、
王
題
歌
と
稲
せ
ら
れ
る
常
代
の
流
行
歌

謡
と
を
比
較
し
て
み
る
の
が
捷
榔
で
あ
ら
う
。
前
者
に
は
感
怖
鰡
験
の
直
接
性
と
力
弧
さ
が
溢
れ
て
ゐ
る
の
に
對
し
て
、
後
巻
に
は
最
上

ラ
イ
デ
ソ
シ
ヤ
ブ
卜

の
場
合
精
交
氣
の
利
い
た
技
巧
の
冴
え
を
悪
ぜ
し
め
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
に
は
感
傷
は
あ
っ
て
も
、
決
し
て
附
熱
に
高
ま
っ
て
來
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な
い
煽
怖
の
饒
舌
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。

ヘ
ル
デ
ル
は
從
來
多
く
職
み
ら
れ
な
か
っ
た
民
謡
の
統
陥
と
見
な
さ
れ
た
そ
の
無
技
巧
、
素
撰
、
班
純
の
諸
性
礎
を
却
て
そ
の
長
所
と

し
て
弧
調
し
、
文
藝
思
想
に
価
仙
郷
換
を
行
っ
て
青
年
ゲ
ー
テ
そ
の
他
に
槌
深
の
影
禅
を
與
へ
た
つ
そ
こ
に
彼
の
先
駆
肴
と
し
て
の
大
き

な
效
統
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

一
た
い
ｚ
鼻
胃
ｇ
３
冒
員
の
思
想
を
文
學
論
に
重
要
な
契
機
と
し
て
と
り
入
れ
た
最
初
の
人
は
ヘ
ル
デ
ル
で
あ
る
と
見

て
よ
い
で
あ
ら
う
。
（
ハ
ー
マ
ン
の
精
祁
が
こ
の
思
想
の
成
熟
に
酵
母
と
し
て
作
用
し
て
ゐ
る
こ
と
は
疑
は
れ
な
い
）
ヘ
ル

デ
ル
が
自
然
詩
を
い
か
に
尊
重
し
た
か
は
前
に
述
べ
た
が
、
彼
の
自
然
誌
の
理
念
を
把
握
す
る
の
に
最
も
多
く
の
照
明
を
吾
共

に
與
へ
る
も
の
は
、
『
へ
プ
ラ
イ
文
學
の
精
祁
に
つ
い
て
』
（
《
ａ
。
旨
？
黛
号
黒
①
胃
罵
ｇ
ｇ
冒
幽
の
．
ご
）
で
あ
ら
う
。
そ
こ

に
は
，
眞
の
自
然
詩
と
「
川
の
自
然
の
美
し
き
解
樺
者
」
と
呼
ん
で
ゐ
る
箇
所
が
あ
る
。
ま
た
自
然
詩
人
（
ｚ
胃
目
＆
。
胃
閏
）

と
い
ふ
語
を
用
ひ
、
「
刺
の
諜
哩
の
詔
も
見
え
、
「
榊
自
身
が
世
界
創
造
に
於
て
吾
麦
に
表
現
し
た
も
の
よ
り
美
し
い
詩
が
杼

在
し
得
る
だ
ら
う
か
」
と
も
言
っ
て
ゐ
る
。
時
と
し
て
シ
ュ
レ
ゲ
ー
ル
の
自
然
詩
の
概
念
へ
著
し
い
接
近
を
思
は
せ
る
と
こ
ろ

の
あ
る
の
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
ヘ
ル
デ
ル
に
從
へ
ば
、
歴
史
と
詩
と
が
未
だ
分
た
れ
な
い
民
族
の
原
初
状
態
に
あ
っ
て
、
恰
も
自
然
現
象
の
ご

と
く
自
然
に
生
れ
た
偉
説
、
祁
話
が
詩
の
原
型
で
あ
り
自
然
詩
な
の
で
あ
る
。
仙
人
の
惑
意
の
制
作
で
な
く
，
民
族
の
魂
か
ら

民
族
の
聾
と
し
て
生
れ
た
も
の
で
あ
る
。
從
っ
て
そ
れ
は
民
間
詩
（
ぐ
。
弄
名
。
２
の
）
と
同
じ
も
の
を
指
し
て
ゐ
る
。

ヘ
ル
デ
ル
の
い
ふ
自
然
詩
が
鍵
に
述
べ
た
シ
聖
レ
ー
ゲ
ル
の
自
然
詩
と
同
一
概
念
で
な
い
こ
と
は
、
こ
の
上
の
梨
読
を
要
せ
す
し
て
明

、
凋
逸
浪
漫
主
義
の
諸
問
題
六
九
（
三
六
四
一
）
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學
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究
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一
二
十
稗
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○
（
一
三
〈
四
二
〕

か
で
あ
ら
う
。
ヘ
ル
ヂ
ル
は
、
こ
の
詔
を
彼
自
身
の
意
味
で
使
川
す
る
時
、
文
學
的
意
識
を
も
っ
て
制
作
さ
れ
た
詩
に
對
匠
し
、
と
も
か

く
も
文
學
の
一
つ
の
種
類
と
し
て
見
て
ゐ
る
の
に
對
し
、
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
の
自
然
詩
は
文
學
そ
の
も
の
に
對
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
或
は

ま
た
前
者
の
自
然
詩
は
詩
の
う
ち
に
自
然
を
見
た
も
の
で
あ
る
が
、
後
者
の
自
然
詩
は
自
然
の
う
ち
に
詩
を
見
て
ゐ
る
と
も
い
ふ
こ
と
が

で
き
よ
う
。
雨
者
は
か
く
異
な
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
も
い
づ
れ
の
意
味
に
於
て
も
自
然
詩
を
弧
調
す
る
糀
祁
態
度
は
、
，
一
つ
の
地

平
に
連
な
り
、
同
じ
方
向
を
目
差
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
｜

自
然
詩
に
つ
い
て
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
は
前
掲
の
部
分
に
つ
い
で
次
の
や
う
に
語
り
つ
づ
け
る
。

「
人
間
で
あ
る
吾
だ
す
ぺ
て
は
、
常
に
且
つ
｜
永
久
に
、
一
切
の
活
動
、
一
切
の
喜
び
の
對
象
、
素
材
と
し
て
、
耐
の
一
つ
の
作
詩
以
外

に
何
物
も
有
た
な
い
。
さ
う
し
て
吾
だ
も
ま
た
そ
の
刺
の
詩
の
一
部
で
あ
り
、
そ
の
花
で
あ
る
。
」

」

こ
こ
で
自
然
詩
は
「
榊
の
作
詩
」
と
呼
ば
れ
、
吾
交
人
間
は
そ
れ
に
對
し
て
全
総
に
對
す
る
部
分
の
關
係
に
立
つ
の
で
あ
る
。
す
な
は

シ
ユ
ピ
ー
ル

ち
、
人
間
の
地
上
の
管
み
も
自
然
詩
の
一
部
と
見
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
う
し
て
後
段
の
「
蕊
術
の
あ
ら
ゆ
る
祁
聖
な
所
作
は
、
批
界
、

シ
ユ
ピ
ー
ル

の
妊
砿
の
所
作
、
永
久
に
自
己
を
形
成
す
る
藝
術
品
の
、
た
だ
灰
か
に
似
辿
ふ
棋
篤
に
す
ぎ
な
い
」
と
い
皇
一
両
葉
に
よ
っ
て
、
肺
の
藝
術

作
品
と
人
間
の
藝
術
作
品
と
が
比
較
さ
れ
て
ゐ
る
。
詩
人
の
作
品
は
到
底
肺
の
作
品
と
同
列
に
置
か
る
べ
き
も
の
で
な
い
が
、
何
等
か
の

靴
で
そ
の
根
源
で
あ
る
川
の
作
品
の
影
を
映
し
て
ゐ
な
い
も
の
は
な
い
。
た
だ
そ
れ
が
脈
像
に
近
く
辿
っ
て
ゐ
る
か
、
は
る
か
に
陥
た
つ
》

て
ゐ
る
か
筋
と
い
ふ
程
度
に
差
等
が
あ
る
の
で
あ
る
。

か
く
見
て
行
く
と
、
Ｆ
・
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
の
自
然
詩
と
い
ふ
も
の
は
詩
の
名
を
辮
ぴ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
に
事
新
し
さ
を
感
ぜ
し
め
る
の
で

あ
る
が
、
か
う
い
ふ
思
想
は
特
殊
の
考
へ
方
か
ら
出
て
ゐ
る
の
で
な
く
、
祁
秘
主
義
そ
の
他
の
汎
祁
論
的
思
想
傾
向
に
脈
絡
が
見
ら
れ
、
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公

ま
た
、
同
時
代
の
自
然
哲
學
者
等
の
言
説
に
類
比
を
見
出
す
こ
と
が
出
來
る
の
で
あ
る
。
現
に
ブ
ル
ッ
ェ
ル
は
シ
ュ
｜
ズ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
の

『
宗
教
誰
話
』
と
の
類
縁
を
指
摘
し
て
ゐ
る
。
（
乏
鳥
の
馬
９
２
脚
の
国
く
。
国
胃
の
骨
屋
昌
９
名
。
固
の
．
）

、

こ
の
知
似
を
仔
細
に
追
究
し
て
行
く
こ
と
は
こ
の
小
論
の
意
岡
に
と
つ
て
さ
ま
で
重
要
な
こ
と
で
な
い
か
ら
符
略
す
る
。
要
す
る
に

シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
が
宗
教
に
就
い
て
言
っ
た
こ
と
を
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
は
蕊
術
に
就
い
て
邇
川
し
て
ゐ
る
と
兄
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
『
文

藝
對
話
』
の
緒
言
は
、
『
宗
教
講
話
』
の
根
本
見
解
と
吻
合
し
て
、
宗
教
を
詩
に
掻
き
換
へ
た
や
う
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
の
雨
つ

の
作
品
を
照
合
す
れ
ば
た
や
す
く
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
グ
ン
ド
ル
フ
が
こ
の
『
緒
言
』
に
浪
漫
主
義
の
三
根
木
概
念
、
無
限
性
、

個
性
，
協
側
性
が
結
び
付
け
ら
れ
て
ゐ
る
と
言
ひ
、
こ
の
三
概
念
に
吾
友
は
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
の
宗
教
講
話
に
於
て
再
念
す
る
と
言

ふ
の
も
こ
の
類
縁
に
注
目
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
（
ｏ
色
目
昌
爵
”
・
日
目
算
の
闇
．
）

卓
越
し
た
人
材
が
鯵
し
く
輩
出
し
て
親
し
く
交
は
り
、
共
に
思
索
し
、
（
遇
冒
嘗
号
ぃ
。
冒
冒
ｇ
）
共
に
偉
大
な
る
も
の
を
創
成
し
た

と
の
歴
史
上
稀
布
な
時
代
に
於
て
、
一
人
の
言
ふ
と
こ
ろ
が
他
の
青
ふ
と
こ
ろ
と
深
い
連
繋
を
も
つ
こ
と
は
む
し
ろ
髄
然
で
あ
る
。
そ
こ

で
は
何
れ
が
受
領
肴
で
あ
り
、
、
何
れ
が
聡
與
者
で
あ
る
か
を
遮
か
に
決
し
御
ら
れ
な
い
や
う
な
相
互
の
交
流
、
啓
發
が
あ
っ
た
。
こ
こ
に

シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
と
シ
ュ
ラ
イ
ェ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
の
類
縁
を
兄
る
も
の
は
、
同
様
に
ま
た
前
者
と
シ
ェ
リ
ン
グ
と
の
思
想
的
近
似
を
認
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。

シ
了
ン
グ
の
藝
術
哲
學
に
於
て
、
尻
目
黒
と
随
別
さ
れ
て
川
ひ
ら
れ
て
ゐ
る
胃
の
巴
の
の
概
念
は
．
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
の
謂
ふ
ｚ
騨
冒
愚
。
の
ｍ
昂

と
同
じ
も
の
で
な
く
、
そ
れ
は
人
間
の
藝
術
活
動
に
於
け
る
無
意
識
的
、
創
造
的
な
要
素
と
し
て
意
識
的
・
技
術
的
な
属
目
牌
と
對
立

せ
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
弓
○
風
の
は
藝
術
に
於
て
、
粟
ば
れ
得
な
い
も
の
、
練
習
や
そ
の
他
の
方
法
に
よ
っ
て
漉
ら
れ
な
い
も
の
，

凋
逸
浪
漫
主
義
‐
の
諸
問
題
七
一
（
三
六
四
三
）
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（
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三
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四
四
）

た
だ
自
然
の
恩
恵
に
よ
っ
て
天
賦
の
も
の
で
あ
り
得
る
も
の
で
あ
る
。
宅
。
固
の
と
］
白
。
ｍ
庁
と
何
れ
が
優
位
を
占
め
る
か
と
い
ふ
と
と
は

無
益
の
間
で
あ
り
、
こ
の
雨
者
の
何
れ
も
他
の
も
の
な
く
し
て
は
何
等
の
価
値
が
な
い
。
こ
の
雨
つ
が
集
ま
っ
て
の
み
簸
商
の
も
の
を
制

作
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
」
命
。
胃
冒
員
、
殿
電
ｍ
冨
冒
烏
ぃ
耳
凹
易
雨
の
且
呂
区
２
国
の
農
ぃ
旨
尻
．
旨
．
鈩
冨
、
冒
冒
・
）
そ
れ
故
に
、
藝

術
制
作
と
は
無
關
係
と
し
て
老
へ
ら
れ
る
シ
ュ
レ
ー
グ
ル
の
ｚ
騨
冨
愚
。
固
の
と
同
じ
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
更
に
一
雁
深
く
立
ち
入
っ
て
考
察
す
れ
ば
、
こ
の
雨
つ
の
も
の
は
同
一
の
も
の
を
指
し
て
ゐ
な
い
と
し
て
も
、
ま
た
無
絲
の
も

の
と
い
ひ
得
る
に
は
、
あ
ま
り
に
密
接
な
聯
開
を
有
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

世
界
の
到
る
と
こ
ろ
に
見
ら
れ
る
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
の
「
自
然
の
華
巴
が
「
言
葉
の
詩
」
を
成
り
立
た
し
め
る
根
源
と
几
ら
れ
、
ま
た
藝

術
の
遊
び
（
言
葉
の
詩
）
は
世
界
の
無
限
の
遊
び
（
自
然
の
詩
）
の
校
鰯
と
言
は
れ
る
に
は
、
一
た
い
い
か
な
る
衡
際
の
迩
鍍
が
そ
の
間

に
認
め
ら
れ
て
ゐ
る
の
だ
ら
う
か
。
言
ひ
換
へ
れ
ば
、
自
然
詩
は
蕊
術
詩
と
い
か
な
る
媒
介
に
よ
っ
て
結
ば
れ
る
の
で
あ
ら
う
か
。
自
然

詩
が
い
か
に
藝
伽
詩
に
受
け
と
ら
れ
て
そ
の
模
応
と
な
る
の
で
あ
ら
う
か
。
こ
の
間
ひ
に
對
す
る
答
の
う
ち
に
詩
人
の
使
命
が
開
示
さ
れ

て
く
る
の
で
あ
る
。

自
然
詩
は
自
然
の
裡
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
が
．
そ
れ
を
感
得
す
る
に
は
特
別
の
器
官
を
要
す
る
。
こ
の
器
官
の
常
人
よ
り
も
發
逹

し
た
も
の
が
詩
人
で
あ
る
。
浪
漫
主
義
の
文
蕊
思
想
に
於
て
、
詩
人
ま
た
は
天
才
は
か
か
る
器
禰
の
使
用
者
と
し
て
鐙
亜
さ
れ
る
。
ノ
ブ

ー
リ
ス
が
い
ふ
や
う
に
、
「
自
然
器
官
（
ｚ
秒
冨
鄙
。
昌
昌
）
を
有
し
な
い
も
の
は
、
自
然
を
捕
捉
す
る
こ
と
が
出
來
な
い
。
」
肖
然
は
ふ
ん

だ
ん
に
、
僻
し
む
こ
と
な
く
、
「
詩
」
筵
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
上
に
禰
没
せ
し
め
て
ゐ
る
。
こ
れ
を
「
詩
」
と
し
て
誕
容
す
る
の
は
詩
人
の
感

兇
で
あ
る
。
自
然
詩
の
現
象
が
単
な
る
自
然
現
象
で
な
く
詩
で
あ
る
た
め
に
は
、
詩
人
の
う
ち
に
こ
れ
に
感
應
す
る
も
の
が
な
く
て
は
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心

な
ら
ぬ
。
或
は
む
し
ろ
自
然
詩
を
詩
た
ら
し
め
る
働
き
が
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
し
か
る
に
或
物
は
そ
れ
と
等
質
の
も
の
を
右
つ
と
き
に
の

み
完
全
に
把
握
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
か
ら
、
自
然
詩
を
捉
へ
る
詩
人
の
こ
の
働
き
は
ま
た
詩
の
働
き
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
（
「
眼
が
太
陽

の
や
う
で
な
け
れ
ば
、
吾
々
は
ど
う
し
て
太
陽
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
」
ゲ
ー
テ
）
こ
の
働
き
の
詩
人
の
側
に
あ
っ
て
、
延
い
て
作
品
の

う
ち
に
揺
曳
す
る
も
の
が
シ
ェ
リ
ン
グ
の
詔
ふ
勺
。
①
巴
の
で
あ
る
と
兄
る
こ
と
が
で
き
る
。
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
が
「
あ
ら
ゆ
る
制
作
品
の
う
ち

ク
ン
ス
ト

に
は
目
に
兄
え
ぬ
精
榊
が
あ
る
。
そ
れ
が
屯
・
風
の
で
あ
る
」
と
言
ふ
の
も
、
制
作
に
於
て
技
術
の
外
に
か
か
る
勺
。
§
の
を
認
め
て
ゐ
る

の
で
あ
る
。
こ
こ
に
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
の
い
ふ
尾
。
①
切
尉
と
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
い
ふ
勺
。
の
ぃ
篇
と
の
接
鯛
面
が
あ
る
。
さ
ら
に
シ
ェ
リ
ン
グ
が
ま

た
「
吾
糞
が
自
然
と
呼
ぶ
も
の
は
不
可
思
議
な
秘
密
の
審
物
の
う
ち
に
雁
れ
て
ゐ
る
一
筋
の
詩
で
あ
る
」
と
言
ふ
の
も
、
単
な
る
密
嘘
を

越
え
て
、
自
然
を
祁
的
な
藝
術
作
口
那
と
槻
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
の
「
洲
の
詩
」
と
謂
ふ
の
と
一
般
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の

場
合
に
も
發
表
の
時
の
先
後
に
よ
っ
て
一
方
的
の
影
響
を
推
断
す
る
談
を
犯
し
て
は
な
ら
な
い
。
シ
ェ
リ
ン
グ
の
「
先
嶮
的
概
念
論
の
綴

系
』
の
完
成
さ
れ
た
の
は
『
文
藝
對
話
』
の
後
の
事
に
鴎
す
る
が
、
、
ン
エ
リ
ン
グ
は
既
に
『
對
話
』
以
前
に
シ
ェ
レ
ー
ゲ
ル
等
と
交
遊
し
、

彼
の
蒲
祁
の
力
は
弧
く
周
園
に
影
響
と
與
へ
、
「
山
間
に
俄
に
吸
く
む
し
砦
く
吹
き
起
る
耐
風
の
や
う
に
浪
挫
派
の
う
ち
へ
似
い
た
」
、

（
国
、
胃
骨
函
月
ロ
）
の
で
あ
る
。
彼
等
は
む
し
ろ
『
對
話
］
に
描
か
れ
て
ゐ
る
一
群
の
ご
と
く
、
互
に
切
磁
し
、
啓
渡
し
合
ひ
、
各
の
人

が
「
先
生
で
あ
る
と
同
時
に
弟
子
で
あ
っ
た
」
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ら
う
。

。
ワ
ル
ッ
ェ
ル
が
『
對
話
』
の
、
ン
ユ
レ
ー
ゲ
ル
の
思
想
に
シ
ェ
リ
ン
グ
よ
り
も
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
と
の
共
通
を
亜
脱
し
て
ゐ

、
、
、

る
こ
と
は
よ
い
と
し
て
も
、
自
然
の
無
意
識
な
詩
を
認
め
て
ゐ
る
こ
と
は
シ
垂
リ
ン
グ
的
で
な
い
と
い
ふ
意
味
の
こ
と
を
言
っ

て
ゐ
る
の
は
不
可
解
で
あ
る
。

潤
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浪
漫
主
義
の
諸
問
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以
上
、
Ｆ
・
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
の
「
文
蕊
對
話
』
の
「
緒
言
』
に
書
か
れ
た
「
自
然
詩
」
の
概
念
を
論
き
、
そ
れ
と
ヘ
ル
デ
ル
、
シ
ュ
ラ
イ

エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
、
シ
ェ
リ
ン
グ
と
の
聯
關
を
見
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
人
凌
は
そ
の
精
紳
に
ひ
と
し
く
浪
漫
主
義
的
傾
向
を
打
ち
、
相
通
す

る
文
謹
思
想
を
懐
抱
し
て
ゐ
た
こ
と
ば
い
ふ
ま
で
も
な
い
。
こ
の
文
藝
思
想
を
全
般
に
亙
っ
て
精
し
く
述
べ
る
い
と
ま
は
な
い
が
、
上
述

の
詩
人
の
使
命
に
就
い
て
今
少
し
く
立
ち
入
っ
て
解
説
を
加
へ
、
浪
泌
家
に
よ
っ
て
力
説
さ
れ
る
「
天
才
」
‐
の
問
題
を
考
へ
て
み
た
い
。

‐
鍵
に
い
ふ
へ
ル
デ
ル
の
自
然
詩
、
或
は
ま
た
民
謡
の
尊
重
は
。
営
然
文
化
の
歴
史
の
發
逹
に
は
，
頽
隆
的
な
現
象
が
随
伴
し
て
起
る
と

い
ふ
考
を
前
提
と
し
て
ゐ
る
。
こ
の
思
想
は
一
見
文
化
悲
槻
説
の
ご
と
き
槻
を
呈
す
る
が
、
し
か
し
ヘ
ル
デ
ル
は
文
化
の
前
途
に
絶
望
し

・
て
ゐ
た
の
で
な
い
。
彼
の
言
諦
年
齢
税
に
於
て
も
知
ら
れ
る
や
う
に
、
老
い
行
く
文
化
に
若
荏
し
い
活
力
を
與
へ
て
回
春
を
側
る
こ
と
の

可
能
を
信
じ
て
ゐ
た
。
さ
う
し
て
文
化
の
衰
退
は
、
自
然
を
離
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
根
源
か
ら
背
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
は
れ
て

く
る
の
で
あ
る
か
ら
、
更
新
の
途
は
禅
ぴ
自
然
を
取
戻
し
、
根
源
に
復
蹄
す
る
こ
と
を
通
じ
て
行
は
る
べ
き
で
あ
る
と
し
た
。
文
學
の
領

域
に
あ
っ
て
、
自
然
詩
．
民
謡
を
提
唱
す
る
こ
と
は
、
失
は
れ
た
も
の
へ
の
筌
し
き
哀
惜
で
は
な
く
、
生
氣
の
萎
朧
を
來
た
し
た
猫
逃
の

國
民
文
學
に
回
生
の
活
を
入
れ
る
弊
醒
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
文
學
の
甦
生
が
い
か
に
し
て
爲
さ
れ
る
か
。
，
失
は
れ
た
自
然
性
を
再
び
典
へ
て
文
畢
に
新
生
命
を
注
入
す
る
こ
と
は
何
に
よ
っ
て

可
能
で
あ
る
か
。
天
才
が
こ
れ
を
能
く
す
る
。
こ
こ
に
天
才
が
里
い
任
務
を
荷
っ
て
蚕
場
し
て
く
る
。
さ
う
し
て
、
ン
ニ
イ
ク
ス
ピ
ア
こ
そ

か
か
る
天
才
の
範
例
と
し
て
感
激
を
以
て
迎
へ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

ヘ
ル
デ
ル
は
、
ハ
ー
マ
ン
の
天
才
説
に
於
て
天
才
の
要
素
と
し
て
掲
げ
ら
れ
た
自
然
的
な
原
本
性
を
重
税
し
た
。
彼
が
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ

ア
に
讃
美
し
た
も
の
は
何
よ
り
も
そ
の
自
然
の
眞
演
に
迫
る
力
で
あ
っ
た
。
．
「
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
は
蚊
も
偉
大
な
互
匠
で
あ
る
。
そ
れ
は
正

|＊
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し
も
べ

に
彼
が
た
だ
、
さ
う
し
て
常
に
、
自
然
の
僕
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
」
と
言
っ
て
ゐ
る
。
ハ
ー
マ
ン
、
ヘ
ル
ー
ナ
ル
の
思
想
に
支
配
的
な
感

化
を
負
う
た
青
年
ゲ
ー
テ
も
ま
た
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
に
伽
倒
し
「
私
が
讃
ん
だ
彼
の
作
の
弟
一
頁
は
一
生
涯
私
を
彼
の
檎
と
し
た
。
さ
う

し
て
最
初
の
劇
を
誠
了
し
た
と
き
、
生
來
の
盲
人
が
奇
蹟
の
手
に
よ
っ
て
或
刹
那
に
脱
力
を
典
へ
ら
れ
た
や
う
に
立
っ
て
ゐ
た
」
と
感

嘆
の
柵
を
披
瀝
し
た
が
．
彼
も
「
私
は
叫
ぷ
、
自
然
！
自
然
！
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
人
冊
の
や
う
に
そ
れ
ほ
ど
自
然
で
あ
る
も
の
は
な
い
」

と
言
っ
て
ゐ
る
。
「
余
の
今
日
あ
る
は
君
の
お
か
げ
で
あ
る
」
と
い
ふ
彼
の
悠
謝
は
少
く
と
も
初
期
に
あ
っ
て
は
主
と
し
て
シ
ェ
ィ
ク
ス
ピ

エ
レ
ノ
ン
タ
ー
ル

ア
の
因
襲
を
打
破
し
た
無
比
の
潤
創
性
、
根
元
的
な
附
熱
の
溢
れ
る
自
然
性
に
か
か
っ
て
ゐ
た
こ
と
は
疑
逓
容
れ
な
い
。
す
な
は
ち
ゲ
ー

テ
も
ま
た
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
「
疾
風
怒
涛
」
的
・
ハ
ー
マ
ン
、
ヘ
ル
デ
ル
的
把
握
の
圏
内
に
あ
っ
た
。
こ
の
場
合
天
才
の
讃
美
が
何
よ

り
も
そ
の
自
然
性
に
向
け
ら
れ
た
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

一
七
七
○
年
代
の
若
き
世
代
の
文
學
革
新
の
運
動
は
か
く
天
才
の
理
念
を
新
鮮
な
意
味
を
盛
っ
て
導
入
し
た
。
た
と
．
へ
そ
の
反
面
に
は

濁
っ
た
誤
れ
る
天
才
心
解
（
シ
芯
ン
グ
の
い
ふ
天
才
に
つ
い
て
消
極
面
を
の
み
認
め
る
天
才
感
激
）
が
無
拘
束
な
放
縦
と
紬
ぴ
つ
け
ら
れ

て
少
か
ら
ぬ
柵
を
も
文
學
に
も
た
ら
し
た
と
は
い
へ
、
こ
の
天
才
の
理
念
は
後
に
本
来
の
浪
漫
主
義
の
文
藝
、
心
想
に
も
亜
要
な
契
機
と
し

４

て
受
け
つ
が
れ
、
豊
か
な
護
り
を
見
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

ヤ
ギ
ー

初
期
浪
没
主
義
に
於
て
生
産
的
な
想
像
力
が
世
界
原
理
に
叩
脚
め
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
ノ
ブ
ー
リ
ス
の
脈
術
的
概
念
論
の
雌
術
の
思
想
に

マ
ギ
ー

よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
臓
術
の
は
た
ら
き
は
誕
術
的
天
才
に
於
て
肌
型
的
に
示
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
天
才
の
獅
占

す
る
特
椛
で
は
な
い
。
い
か
な
る
人
も
こ
の
脈
術
の
力
を
内
に
潜
め
て
ゐ
な
い
も
の
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
天
才
に
あ
っ
て
そ
れ
が
現
勢

的
に
は
た
ら
く
の
で
あ
る
。
天
才
と
は
こ
の
力
を
意
識
的
に
自
由
に
は
た
ら
か
せ
る
能
力
に
外
な
ら
な
い
。
ノ
ヴ
ー
リ
ス
が
「
天
才
性
な

凋
逸
浪
漫
、
王
義
の
諸
問
題
七
五
（
二
天
四
七
）

魚凸

|戸|戸

’

1

’

1

、、

僻’
41

|｜
●｜

‘’



丈
學
研
究
錐
三
十
秘
七
六
（
三
六
四
八
〕

く
し
て
は
吾
々
す
べ
て
は
一
般
に
存
在
し
な
い
。
天
才
は
一
切
の
事
に
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
普
通
天
才
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
、
天
才
の

天
才
で
あ
る
」
と
言
ふ
の
は
、
こ
の
事
を
指
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
天
才
槻
は
決
し
て
天
才
を
凡
席
の
世
界
に
引
下
げ
る
こ
と
で
は

な
く
、
む
し
ろ
天
才
淀
異
常
な
、
獲
態
の
も
の
と
見
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
却
っ
て
そ
の
威
厳
と
品
位
を
商
め
る
も
の
で
あ
る
。
浪
没
主

尹
プ
イ
テ
ユ
ラ
ン
”
へ

義
の
知
性
は
「
疾
風
怒
涛
」
が
天
才
に
捧
げ
た
酒
榊
弧
湫
の
代
り
に
、
こ
の
や
う
な
天
才
の
論
理
を
提
示
し
て
そ
の
意
義
を
商
唱
し
よ
う

と
し
た
。
浪
漫
主
錘
は
天
才
を
か
く
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
天
才
逓
五
易
の
問
題
た
ら
し
め
た
の
で
あ
る
。

ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
心
理
學
上
か
ら
観
た
天
才
の
考
察
は
、
天
才
と
凡
才
と
の
本
質
的
な
差
別
を
認
め
ず
、
天
才
の
創
造
、
天

才
の
思
惟
が
我
等
の
そ
れ
と
本
質
を
同
じ
く
し
て
ゐ
る
こ
と
を
説
い
た
。
さ
う
し
て
こ
れ
を
知
る
こ
と
が
却
っ
て
吾
だ
の
天
才

に
對
す
る
感
激
を
商
め
る
所
以
で
あ
る
と
言
っ
て
ゐ
る
。
（
即
騨
ご
園
厚
の
二
日
。
。
叩
口
鱒
ぃ
鼎
昌
の
．
）

Ｆ
・
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
の
い
ふ
自
然
詩
と
杵
迩
に
詩
と
呼
ば
れ
る
誕
術
作
舳
と
は
か
く
し
て
自
然
詩
の
す
ぐ
れ
た
把
握
者
と
し
て
の
天
才

に
よ
２
」
媒
介
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
は
ち
、
自
然
詩
が
天
才
（
詩
人
）
の
商
度
の
感
受
力
に
受
容
さ
れ
、
意
識
的
な
技
巧
を
經
て

藝
術
詩
と
な
る
。
こ
の
場
合
自
然
は
蕊
術
の
素
材
と
い
ふ
よ
り
も
、
む
し
ろ
藝
術
を
成
立
た
し
め
る
根
源
と
見
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
自
然
の
詩
は
そ
れ
自
身
で
は
詩
と
し
て
の
機
川
を
發
押
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
天
才
を
待
っ
て
詩
と
し
て
現
象
す
る
の
で
あ
る
か

ら
、
天
才
の
意
義
は
極
め
て
商
い
も
の
と
言
は
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
た
だ
杵
通
に
い
ふ
藝
術
の
制
作
活
動
に
於
け
る
技
術
的
卓
越

者
と
い
ふ
ば
か
り
で
な
く
、
衝
に
自
然
の
牒
示
に
塞
與
す
る
と
い
ふ
意
味
に
よ
っ
て
至
上
の
価
仙
を
独
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
天
才
の
理
念
を
そ
の
哲
學
鵠
系
に
と
り
入
れ
て
、
批
界
原
理
と
し
て
妓
も
商
い
意
味
を
賦
典
し
た
の
は
シ
ェ
リ
ン
グ
で
あ
っ
た
。

オ
ル
ガ
ノ
ン

か
く
て
天
才
の
制
作
で
あ
る
「
藝
術
は
哲
躍
の
唯
一
の
、
腫
賞
に
し
て
永
久
の
機
關
で
あ
り
、
哲
學
が
外
面
的
に
紋
逃
し
得
な
い
も
の
、

？
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す
な
は
ち
行
爲
と
生
産
に
於
け
る
無
意
識
的
な
も
の
と
、
並
び
に
そ
れ
と
意
識
的
な
も
の
と
の
根
源
的
Ｍ
一
と
を
、
常
に
絶
え
ず
新
た
に

證
明
す
る
證
券
で
あ
る
。
藝
術
は
諏
學
者
に
至
聖
の
も
の
を
示
す
か
ら
、
そ
の
故
に
褥
學
群
に
と
っ
て
最
尚
の
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は

自
然
と
歴
史
と
に
分
離
し
て
ゐ
る
も
の
、
生
活
と
行
魚
に
於
て
、
ま
た
思
惟
に
於
て
は
永
久
に
身
を
雁
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
が
、
永
速
に

根
本
的
に
結
合
し
て
、
い
は
ぱ
一
つ
の
焔
と
し
て
燃
え
る
の
で
あ
る
。
」
（
、
９
の
冒
員
亜
砕
の
冨
冒
Ｑ
＄
常
呂
関
の
目
の
昌
区
９
国
の
農
ぃ
ョ
屋
唖
・
）

さ
う
し
て
か
く
無
意
識
的
な
も
の
、
（
団
。
固
の
）
と
意
識
的
な
も
の
、
（
肉
屋
目
ぃ
庁
）
と
を
綜
合
し
た
（
「
藝
術
作
品
の
根
本
性
格
は
自
然
と
自
由
の

綜
合
で
あ
る
」
）
完
全
な
も
の
は
天
才
に
よ
っ
て
の
み
変
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
故
に
「
天
才
は
美
學
に
と
っ
て
、
自
我
が
哲

〆

畢
に
對
す
る
と
同
じ
も
の
で
あ
っ
て
、
す
な
は
ち
、
決
し
て
容
槻
的
と
な
ら
ず
、
し
か
も
凡
ゆ
る
客
観
的
な
も
の
の
原
因
で
あ
る
妓
商
の

絶
對
的
笈
在
者
で
あ
る
。
」
（
同
上
）
と
も
言
は
れ
る
の
で
あ
る
。
シ
ェ
リ
ン
グ
の
こ
の
言
葉
は
ま
た
ノ
。
ワ
ー
リ
ス
の
「
詩
は
純
粋
絶
對
に

蛮
在
の
も
の
で
あ
る
」
の
言
葉
に
照
臓
を
見
出
し
て
ゐ
る
。
か
く
し
て
初
期
浪
漫
主
義
の
世
界
像
に
於
て
詩
、
天
才
、
或
は
ま
た
生
康
的

な
想
像
力
が
、
中
心
的
な
地
位
を
占
め
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

か
く
見
る
と
き
、
凋
逸
浪
漫
主
義
の
本
質
を
詩
糖
祁
の
發
揚
の
面
か
ら
認
め
る
こ
と
も
で
き
る
と
恩
ふ
。
し
か
し
こ
の
場
合
、
詩
を

狭
義
に
た
だ
美
學
的
に
の
み
解
す
べ
き
で
な
い
こ
と
は
、
今
ま
で
述
べ
た
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
明
か
で
あ
ら
う
。
泄
界
を
浪
泌
化
す
る

（
尉
○
冒
目
爵
胃
ｇ
）
浪
漫
主
義
の
根
本
傾
向
は
、
宇
宙
を
詩
化
し
、
或
は
ま
た
詩
を
宇
宙
化
す
る
こ
と
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

啓
蒙
思
想
に
は
於
て
詩
は
作
ら
れ
た
も
の
と
し
て
效
果
の
方
面
か
ら
凡
ら
れ
た
が
、
浪
泌
主
義
は
こ
れ
を
天
才
の
想
像
力
の

生
産
と
し
て
、
創
造
の
方
面
か
ら
兄
て
ゐ
る
こ
と
が
、
そ
の
顯
著
な
特
色
で
あ
る
。
さ
う
し
て
想
像
作
川
は
ノ
ブ
ー
リ
ス
に
よ

っ
て
世
界
構
成
の
原
理
に
尚
め
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
と
平
行
し
て
彼
は
愛
を
世
界
の
一
切
を
結
合
す
る
原
理
と
し

凋
迦
浪
漫
主
我
の
諸
問
題
七
七
（
一
三
〈
四
九
〕
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。
ワ
ッ
ヶ
ン
ロ
ー
デ
ル
の
作
品
に
見
ら
れ
る
新
し
い
鮎
は
、
宗
教
蕊
術
（
例
へ
ぱ
ラ
フ
ァ
エ
ロ
、
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
、
レ
オ
ナ
ル
ド
等
の
宗

ソ

教
謹
）
の
価
値
を
新
し
き
眼
で
發
兄
し
淑
揚
し
た
こ
と
、
何
時
に
ま
た
藝
術
の
宗
教
と
し
て
の
意
義
を
弧
調
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
蕊
術

は
彼
に
あ
っ
て
は
紳
聖
な
も
の
と
し
て
娯
〃
ら
れ
、
藝
術
愛
は
彼
に
よ
っ
て
宗
教
的
怖
熱
に
尚
め
ら
れ
、
宗
教
と
蕊
術
と
の
合
一
境
が
類

ひ
な
き
柵
確
医
の
念
と
も
っ
て
語
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
・

テ
ィ
ー
ク
と
の
合
作
に
成
る
彼
の
一
『
藝
術
を
愛
す
る
一
修
道
僻
の
眞
精
の
披
瀝
』
の
中
の
『
二
つ
の
不
可
思
議
な
言
語
と
そ
の
祁
秘
な

’
力
に
就
い
て
』
の
章
に
（
唾
準
鄙
縊
誌
》
和
諺
垂
翫
叫
晦
癖
識
咋
季
挿
画
蕾
誹
）
次
の
一
面
葉
が
兇
出
さ
れ
る
。

「
し
か
し
私
は
二
つ
の
不
可
思
議
な
言
語
を
知
っ
て
ゐ
る
。
そ
の
言
語
で
耐
は
人
間
に
天
上
の
事
物
の
凡
ゆ
る
威
力
を
、
（
か
う
い
ふ
の

が
僻
越
で
な
け
れ
ば
）
人
間
に
と
っ
て
鰯
し
得
る
限
り
、
把
握
し
理
會
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
爾
語
は
、
言
葉

の
助
け
に
よ
る
と
は
全
く
逢
っ
た
道
を
辿
っ
て
吾
共
の
内
心
に
入
っ
て
く
る
。
こ
の
言
葉
は
い
き
な
り
不
思
議
な
仕
方
で
五
男
の
全
存
在

を
擬
り
動
か
す
。
さ
う
し
て
五
房
の
内
の
凡
て
の
祁
經
と
す
曇
へ
て
の
血
の
滴
の
中
へ
押
し
寄
せ
る
。
こ
の
不
可
思
議
な
育
語
の
一
つ
を
話

す
の
は
林
だ
け
で
あ
る
。
他
の
一
つ
を
話
す
の
は
、
人
間
の
う
ち
で
榊
が
香
油
で
浦
め
て
吾
が
愛
児
と
し
た
。
選
ば
れ
た
少
数
の
人
糞
に

す
ぎ
な
い
。
私
の
こ
こ
に
言
ふ
の
は
自
然
と
藝
術
と
で
あ
る
。
」

こ
こ
で
い
は
れ
る
藝
術
と
は
言
語
藝
術
で
な
く
、
逝
形
蕊
術
（
主
と
し
て
納
謹
）
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
前
後
に
照
ら
し
て
も
明
か
で

あ
る
露
し
か
し
同
時
に
こ
の
「
不
思
議
な
言
諦
」
は
、
色
彩
の
配
合
と
か
、
椎
剛
か
ら
生
れ
る
、
吾
々
の
眼
に
訴
へ
る
感
兇
的
要
素
を

い
ふ
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
漂
ふ
超
感
性
的
な
、
吾
盆
の
心
に
染
み
入
る
も
の
を
指
し
て
ゐ
る
こ
と
も
ま
た
疑
ふ
餘
地
が
な
い
。
そ
れ
故
、

そ
れ
は
シ
ェ
リ
ン
グ
が
詩
に
就
い
て
丙
冒
ぃ
庁
と
砥
別
し
た
團
幽
の
に
該
當
す
る
も
の
で
あ
る
。
從
っ
て
ま
た
ヴ
ブ
ヶ
ン
・
ロ
ー
デ
ル
の
言

， 4
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ふ
と
こ
ろ
を
言
語
藝
術
に
於
け
る
呼
凰
の
に
そ
の
ま
ま
移
し
て
も
彼
の
思
想
の
眼
目
を
失
却
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

蕊
術
の
前
に
拝
脆
す
る
こ
の
ひ
た
む
き
の
蹄
依
は
浪
漫
主
義
文
學
諭
の
汎
詩
論
的
傾
跡
と
繋
が
っ
て
ゐ
る
。
世
界
の
詩
化
と
も
い
は
れ

る
浪
漫
主
義
の
花
交
し
い
思
想
は
、
「
藝
術
碇
愛
す
る
一
怖
道
僻
」
の
名
に
隠
れ
た
無
名
の
玉
凹
年
の
純
潔
な
つ
つ
ま
し
い
魂
に
、
す
で

に
限
り
な
き
法
悦
と
し
て
燈
験
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

ブ
ッ
ケ
ン
ロ
ー
デ
ル
の
作
州
の
根
本
感
怖
と
し
て
は
、
蕊
術
に
對
す
る
絶
對
師
依
の
外
に
、
帆
國
へ
の
回
師
、
民
族
迩
識
の

〆

尭
鯉
と
い
ふ
べ
き
深
い
感
激
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
彼
の
作
に
示
さ
れ
る
蕊
術
の
古
都
ミ
ル

ン
ベ
ル
ク
の
讃
美
、
澗
逸
中
世
の
没
入
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
・
デ
ュ
ー
レ
ル
ヘ
の
傾
倒
を
指
示
す
る
こ
と
に
と
ど
め
る
。
ま
た
憐
時

彼
と
と
も
に
考
へ
、
と
も
に
夢
み
、
と
も
に
識
作
し
、
同
行
の
朋
と
し
て
脈
信
莚
同
じ
く
し
た
テ
ィ
ー
ク
が
そ
の
頃
の
心
境
を

回
想
し
た
次
の
言
葉
を
想
ひ
起
せ
ば
十
分
で
あ
ら
う
。

「
私
に
と
っ
て
組
國
が
第
一
で
あ
り
、
妓
商
で
あ
っ
た
。
組
國
の
生
活
と
藝
術
、
そ
れ
に
示
さ
れ
る
単
純
で
眞
蟄
な
態
度
、

そ
れ
は
人
糞
に
識
ら
れ
な
い
で
噸
笑
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
こ
れ
を
私
は
再
び
學
揚
し
て
『
シ
ュ
テ
ル
ン
ー
ハ
ル
ト
』
に
於
て
表
現
し

よ
う
と
し
た
。
」

藝
術
に
於
け
る
こ
の
組
閣
感
情
の
商
揚
は
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
、
ヘ
ル
デ
ル
の
遺
産
で
あ
っ
た
が
、
ブ
ッ
ヶ
シ
ロ
ー
デ
ル
に
よ
っ

て
初
め
て
浪
漫
的
な
作
品
に
於
て
輝
か
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
藝
術
上
の
渦
逸
主
義
の
思
想
は
後
期
浪
没
派
に
至
っ
て
盛
穣

叫
な
收
穫
を
見
だ
の
で
あ
る
が
、
性
交
に
し
て
説
か
れ
る
や
う
に
、
シ
『
一
レ
ー
ゲ
ル
、
ノ
ブ
ー
リ
ス
等
の
初
期
浪
漫
派
に
於
て
こ
の

系
譜
の
中
断
荏
認
む
ぺ
き
で
は
な
い
。
こ
れ
に
就
い
て
も
ま
た
綾
鯆
の
う
ち
に
言
及
す
る
つ
も
り
で
あ
る
。
（
二
〈
、
二
）

ヤ

1

’

も
今

凸

q

１
曲
０
曲
■
も
巳
Ｒ
■
■

－




