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は
じ
め
に

先
に
私
は
、
小
著
『
徒
然
草　

無
常
観
を
超
え
た
魅
力
』（
中
公
新

書
、
二
〇
二
〇
年
）
第
一
章
な
ら
び
に
終
章
に
お
い
て
、『
徒
然
草
』
序

段
に
お
け
る
「
つ
れ
づ
れ
」
の
意
味
、
お
よ
び
そ
れ
が
後
代
ど
の
よ
う

に
解
釈
さ
れ
つ
つ
、
現
代
に
至
っ
た
の
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
（
以

下
「
前
稿
」
と
称
す
る
）。

こ
れ
ら
二
章
は
、
小
著
の
な
か
で
も
、
準
備
・
考
察
・
執
筆
に
最
も

時
間
を
費
や
し
た
章
で
あ
る
。
し
か
し
「
新
書
」
と
い
う
こ
と
も
あ
っ

て
、
先
行
研
究
の
紹
介
を
割
愛
し
た
り
、
用
例
の
数
を
大
幅
に
削
減
し

た
り
、
論
証
の
過
程
を
省
略
し
た
り
と
い
っ
た
操
作
を
加
え
る
必
要
が

あ
り
、
学
術
論
文
と
し
て
見
る
な
ら
ば
、
や
や
説
明
不
足
の
点
が
あ
っ

た
こ
と
は
否
め
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
そ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て

補
説
し
て
お
く
こ
と
と
し
た
い
。

一　
先
行
研
究
の
問
題
点

「
つ
れ
づ
れ
」
と
は
何
か
。

も
は
や
自
明
と
も
思
わ
れ
る
こ
の
問
い
に
つ
い
て
、
私
が
い
ま
一
度

考
え
て
み
よ
う
と
思
っ
た
き
っ
か
け
は
、
十
七
世
紀
の
徒
然
草
注
釈
書

の
記
述
に
あ
っ
た
。

『
徒
然
草
』
序
段
の
「
つ
れ
づ
れ
」
と
は
ど
ん
な
意
味
か
と
問
わ
れ
れ

ば
、
多
く
の
人
は
「
所
在
な
い
」「
手
持
ち
無
沙
汰
だ
」
な
ど
と
い
っ
た

「
退
屈
」
系
の
意
味
を
答
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
近
世
の
注
釈
書
に
は
、

「
さ
び
し
い
」
と
か
「
閑
寂
だ
」
と
か
い
っ
た
説
明
が
書
か
れ
て
い
る
。

川

平

敏

文

「
つ
れ
づ
れ
」
と
は
何
か
・
補
説
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「
退
屈
」
と
「
さ
び
し
い
」
と
で
は
、
若
干
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
異
な
る
。

前
者
は
「
す
る
こ
と
が
な
く
て
倦
み
困
じ
て
い
る
」
と
い
う
感
じ
で
あ

り
、
後
者
は
「
独
り
ぼ
っ
ち
で
悶
々
と
し
て
い
る
」
と
い
う
感
じ
で
あ

る
。
ど
ち
ら
に
し
て
も
、
好
ん
で
そ
う
あ
り
た
い
と
は
思
わ
な
い
マ
イ

ナ
ス
の
状
態
で
あ
る
が
、「
閑
寂
だ
」
と
な
る
と
も
っ
と
違
っ
て
く
る
。

そ
れ
は
、
隠
者
が
愛
し
楽
し
む
よ
う
な
、
価
値
と
し
て
は
む
し
ろ
プ
ラ

ス
の
状
態
で
あ
る
と
さ
え
い
え
る
だ
ろ
う
。
現
代
一
般
的
な
「
退
屈
」

説
と
は
違
う
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
の
違
い
が
な
ぜ
生
じ
た
の
か
。「
つ
れ

づ
れ
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
を
、
も
う
一
度
さ
か
の
ぼ
っ
て
考
え
て
み

る
必
要
を
感
じ
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
先
行
す
る
い
く
つ
か
の
議
論
が
存

在
し
て
い
た
。
そ
れ
を
紹
介
す
る
た
め
に
は
、
近
代
に
お
け
る
「
つ
れ

づ
れ
」
の
語
義
解
釈
の
歴
史
に
つ
い
て
、
若
干
の
説
明
を
加
え
て
お
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
つ
れ
づ
れ
」
の
語
義
に
つ
い
て
は
、
明
治
二
十
年
代
～
昭
和
四
十
年

代
ま
で
の
あ
い
だ
に
、
お
お
ま
か
に
二
つ
の
意
見
が
生
ま
れ
、
対
立
し

て
い
た
。
一
つ
は
、
明
治
二
十
年
代
の
鈴
木
弘
恭
に
発
す
る
「
退
屈
」

説
。
も
う
一
つ
は
、
大
正
期
の
島
津
久
基
に
発
す
る
「
新
・
静
寂
の
境

地
」
説
。
そ
し
て
昭
和
四
十
年
代
に
、
安
良
岡
康
作
・
井
手
恒
雄
ら
が
、

後
者
を
批
判
す
る
形
で
前
者
を
支
持
し
、
そ
れ
以
後
は
「
退
屈
」
説
が

主
流
と
な
り
、
現
代
ま
で
続
い
て
い
る
。
こ
の
あ
た
り
の
流
れ
は
、
前

稿
（
終
章
）
を
お
読
み
い
た
だ
き
た
い
。

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
議
論
に
別
の
観
点
か
ら
一
石
を
投
じ
た
の
が
、

藤
田
加
代
「「
つ
れ
づ
れ
」
考
」（『
高
知
女
子
大
国
文
』
第
五
号
、
一
九

六
九
年
）
で
あ
っ
た
。
藤
田
は
、
勅
撰
集
や
『
源
氏
物
語
』『
蜻
蛉
日

記
』『
和
泉
式
部
日
記
』
な
ど
を
検
討
し
、「
つ
れ
づ
れ
」
と
は
、「
果
て

し
な
く
続
く
想
念
の
乱
れ
」
で
あ
る
と
し
た
。
そ
れ
は
、「
単
な
る
「
退

屈
」
や
「
無
聊
」「
所
在
な
さ
」
を
表
わ
す
も
の
で
な
」
く
、「
ま
た
島

津
説
の
よ
う
な
静
か
な
安
定
し
た
心
境
の
表
現
で
も
あ
り
得
な
い
の
で

あ
っ
て
、
や
は
り
、
乱
れ
、
迷
い
、
苦
悩
す
る
心
の
持
続
的
状
態
と
考

え
ざ
る
を
得
な
い
」
と
い
う
。

こ
の
よ
う
に
藤
田
は
、
後
述
す
る
私
の
定
義
で
言
え
ば
「
煩
悶
」
の

意
味
を
見
出
し
、
そ
れ
が
「
つ
れ
づ
れ
」
の
本
義
で
あ
る
と
述
べ
た
。

ま
た
、
こ
れ
を
受
け
て
下
房
俊
一
「「
つ
れ
づ
れ
」
考
―
『
徒
然
草
』

序
文
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
国
語
国
文
』
四
六－

一
二
、
一
九

七
七
年
）
は
、
さ
ら
に
い
く
つ
か
の
用
例
を
加
え
つ
つ
、「
つ
れ
づ
れ
」

と
は
「
世
縁
に
ひ
か
れ
て
俗
念
に
ま
よ
う
こ
と
」
で
あ
り
、「
求
道
者
に

あ
る
ま
じ
き
煩
悩
散
乱
の
心
」
で
あ
る
と
結
論
づ
け
た
。

こ
れ
ら
二
本
の
論
考
は
、
こ
れ
ま
で
「
退
屈
」
説
と
「
新
・
静
寂
の

境
地
」
説
に
二
分
さ
れ
て
い
た
議
論
に
新
鮮
な
風
を
送
り
こ
ん
だ
も
の

で
あ
り
、「
つ
れ
づ
れ
」
の
語
義
に
「
煩
悶
」
の
よ
う
な
例
が
あ
る
こ
と
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た
ゞ
、
作
品
の
あ
る
じ
兼
好
そ
の
人
の
そ
の
心
情
そ
の
も
の
に
は
、

別
途
さ
ら
に
複
雑
な
屈
折
矛
盾
が
ひ
そ
む
で
あ
ろ
う
。

「
退
屈
」
と
い
う
意
味
を
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
「
孤
独
」

か
ら
く
る
「
複
雑
な
屈
折
矛
盾
」
を
認
め
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
意
味
の

幅
を
広
げ
て
考
え
る
こ
と
を
、
亀
井
の
小
文
は
提
案
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
私
は
、
前
稿
執
筆
の
途
中
に
こ
の
小
文
の
存
在
を
知
り
、
非
常
に

意
を
強
く
し
た
。
そ
の
意
味
で
、
着
眼
点
や
結
論
に
は
大
い
に
同
意
で

き
る
の
で
あ
る
が
、
小
文
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
用
例
を
挙
げ
て
詳
密
に

論
じ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
点
で
、
や
は
り
論
証
と
し
て
は
不

十
分
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

最
後
に
も
う
一
編
、
佐
々
木
和
夫
「「
つ
れ
づ
れ
」
考
―
徒
然
草
序

段
の
解
釈
に
つ
い
て
―
」（『
解
釈
』
第
三
八－

一
号
、
一
九
九
二
年
）

を
挙
げ
よ
う
。
佐
々
木
は
、『
徒
然
草
寿
命
院
抄
』
に
「「
つ
れ
づ
れ
」

ト
ハ
、
サ
ビ
シ
キ
也
」
と
註
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
、「
退
屈
」

説
に
疑
問
を
呈
す
る
。
そ
う
し
て
、
中
古
・
中
世
の
文
学
作
品
の
用
例

を
挙
げ
連
ね
、「
つ
れ
づ
れ
」
に
は
、「「
ヒ
ト
リ　

サ
ビ
シ
ク
」
の
意
が

一
貫
し
て
い
る
」
と
す
る
。
問
題
提
起
や
結
論
に
は
基
本
的
に
同
意
で

き
る
が
、
や
は
り
小
文
と
い
う
こ
と
も
あ
ろ
う
、
先
述
の
諸
論
と
ま
っ

た
く
同
じ
問
題
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
用
例
の
挙
げ
方
が
恣

意
的
で
あ
り
、
か
つ
『
徒
然
草
』
の
他
の
用
例
へ
の
還
元
が
検
討
さ
れ

て
い
な
い
の
で
あ
る
。

を
提
示
し
た
意
味
は
大
き
か
っ
た
が
、
二
つ
の
問
題
点
が
あ
る
。
一
つ

は
、
中
古
・
中
世
の
用
例
が
全
体
的
に
見
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
で

あ
る
。
た
し
か
に
、
紹
介
さ
れ
た
用
例
は
こ
れ
ら
の
論
考
の
主
旨
に
適

当
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
「
つ
れ
づ
れ
」
の
一
般
的
な
意
味
で

あ
る
か
ど
う
か
は
ま
た
別
だ
。
い
ま
一
つ
は
、
こ
こ
で
の
結
論
が
『
徒

然
草
』
の
中
の
他
の
用
例
に
も
該
当
す
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。『
徒

然
草
』
に
は
、
全
部
で
八
例
の
「
つ
れ
づ
れ
」
が
見
ら
れ
る
が
、「
想
念

の
乱
れ
」「
煩
悩
散
乱
の
心
」
と
い
う
よ
う
な
意
味
が
、
そ
れ
ら
に
も
通

用
す
る
の
か
ど
う
か
の
検
証
が
な
い
の
で
あ
る
。

次
に
、
か
め
い
た
か
し
（
亀
井
孝
）「
つ
れ
づ
れ
の
こ
こ
ろ
―
老
憊

散
録
―
」（『
む
ら
さ
き
』
第
二
八
号
、
一
九
九
一
年
）。
こ
れ
は
論
考

と
い
う
よ
り
も
「
研
究
余
滴
」
と
し
て
載
せ
ら
れ
た
小
文
で
あ
る
。

亀
井
は
、
古
辞
書
類
お
よ
び
近
世
の
文
学
作
品
に
記
さ
れ
る
「
つ
れ

づ
れ
」
の
用
例
を
踏
ま
え
つ
つ
、「
つ
れ
づ
れ
」
と
い
う
言
葉
の
本
質

は
、「
た
ゞ
ひ
と
り
」「
ひ
と
り
ぼ
っ
ち
」
の
意
で
あ
り
、『
新
撰
字
鏡
』

（
平
安
前
期
）
の
時
代
か
ら
『
に
ぎ
は
ひ
草
』（
近
世
前
期
）
の
時
代
ま

で
、
そ
の
「
意
味
論
的
形
態
は
一
貫
し
て
い
る
」
と
い
う
。「
孤
独
」
と

い
う
意
味
が
、「
つ
れ
づ
れ
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
の
核
に
あ
る
と
い
う

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
手
も
ち
ぶ
さ
た
」
と
か
「
無
聊
」
と
か
の
い
ゝ
か
え
で
翻
訳
す
る

肆
意
を
文
脈
的
に
そ
の
か
ぎ
り
で
た
ゞ
ち
に
否
む
つ
も
り
は
な
い
。
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二　
前
稿
の
結
論

こ
れ
ら
の
先
行
研
究
の
問
題
点
を
踏
ま
え
つ
つ
、
私
は
「
つ
れ
づ
れ
」

を
も
う
一
度
、
自
分
の
手
で
点
検
す
る
作
業
を
始
め
た
。
ま
ず
平
安
・

鎌
倉
期
の
代
表
的
な
文
学
作
品
に
見
え
る
三
八
〇
例
あ
ま
り
の
「
つ
れ

づ
れ
」
を
、
い
ち
い
ち
文
脈
に
還
元
し
て
意
味
を
考
え
直
し
た
の
で
あ

る
。
そ
う
し
て
、
私
が
出
し
た
結
論
は
次
の
と
お
り
だ
。

①
「
つ
れ
づ
れ
」
に
は
、
基
本
的
に
次
の
二
つ
の
意
味
が
あ
る
。

Ａ　

�

退
屈（
行
為
の
欠
如
感
）　
す
る
こ
と
が
な
い
、
手
持
ち
無
沙

汰
だ
。

Ｂ　

�

寂
寥（
存
在
の
欠
如
感
）　
あ
っ
て
ほ
し
い
も
の
、
い
て
ほ
し

い
人
が
不
在
で
、
寂
し
い
。

②	

ま
た
、
Ａ
・
Ｂ
の
よ
う
な
意
味
を
ベ
ー
ス
に
置
き
つ
つ
、
そ
の
気

持
ち
が
連
続
す
る
さ
ま
を
表
す
。
こ
の
場
合
、「
つ
れ
づ
れ
と4

～
す

る
」「
つ
れ
づ
れ
に4

～
す
る
」
の
よ
う
に
助
詞
を
伴
っ
て
、
副
詞
的

に
働
く
こ
と
が
多
い
。

Ｃ　

�

煩
悶（
思
考
の
停
滞
・
逡
巡
）　
悶
々
と
し
た
気
持
ち
で
～
す

る
。

じ
つ
は
、
こ
れ
ら
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
『
日
本
国
語
大

辞
典　

第
二
版
』（
小
学
館
）
で
は
、
こ
れ
と
似
た
よ
う
な
分
類
で
―

い
や
む
し
ろ
、
品
詞
ご
と
に
分
け
て
よ
り
細
か
く
―
記
述
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
は
、
私
の
再
分
類
は
、「
退
屈
（
行
為
の
欠
如

感
）」「
寂
寥
（
存
在
の
欠
如
感
）」
と
い
っ
た
概
念
的
な
記
述
を
加
え
た

こ
と
以
外
、
特
に
新
し
い
要
素
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
今

回
私
が
調
査
し
て
改
め
て
認
識
で
き
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
新
た

に
推
察
し
得
た
こ
と
は
、
以
下
の
よ
う
な
事
柄
で
あ
る
。

③	

こ
れ
ま
で
、「
つ
れ
づ
れ
」
の
主
要
な
意
味
は
Ａ
（
退
屈
）
で
あ
る

か
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
き
た
が
、
Ｂ
（
寂
寥
）
や
Ｃ
（
煩
悶
）
で

解
釈
し
な
い
と
意
味
が
通
ら
な
い
用
例
が
、
平
安
・
鎌
倉
期
の
文

学
作
品
の
な
か
に
は
、
か
な
り
多
い
。

④	

現
存
最
古
の
漢
和
辞
典
と
さ
れ
る
『
新
撰
字
鏡
』（
平
安
前
期
成

立
）
で
は
、「
孤
独
」
の
意
を
表
わ
す
「

」
と
い
う
漢
字
の
説
明

に
「
つ
れ
づ
れ
」
と
い
う
訳
語
を
宛
て
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
考
え

れ
ば
、「
孤
独
」
が
「
つ
れ
づ
れ
」
の
意
味
の
核
で
あ
っ
て
、
そ
こ

か
ら
Ｂ
（
寂
寥
）、
そ
し
て
Ａ
（
退
屈
）
へ
と
意
味
が
拡
張
し
、
さ

ら
に
Ｃ
（
煩
悶
）
の
よ
う
な
意
味
・
用
法
も
派
生
し
た
の
で
は
な

い
か
。

た
と
え
ば
『
源
氏
物
語
』
幻
巻
に
、
光
源
氏
が
亡
き
紫
の
上
を
思
っ

て
「
つ
れ
づ
れ
な
る
ま
ま
に
」
日
々
を
送
っ
て
い
る
と
い
う
場
面
が
あ

る
。
こ
れ
を
型
ど
お
り
に
訳
せ
ば
、「
所
在
な
く
」「
手
持
ち
無
沙
汰
な

様
子
で
」
と
い
っ
た
、「
退
屈
」
系
の
訳
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
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表
面
的
に
は
そ
れ
で
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
こ
こ
に
は
、
た
ん

な
る
「
退
屈
」
で
は
掬
い
取
れ
な
い
、
心
の
深
奥
か
ら
滲
み
出
る
よ
う

な
「
寂
寥
」
が
、
そ
の
内
面
に
横
た
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。
む
し
ろ
、「
孤
独
で
さ
び
し
い
気
持
ち
の
ま
ま
に
」
な
ど
と
訳
す
ほ

う
が
、
よ
り
文
意
に
沿
っ
た
解
釈
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

そ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
十
七
世
紀
の
徒
然
草
注
釈
書
が
「
さ
び

し
い
」
と
解
釈
し
た
の
は
、「
つ
れ
づ
れ
」
と
い
う
言
葉
が
持
つ
、
こ
う

し
た
意
味
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
理
解
し
て
お
り
、「
退
屈
」
よ
り
も
む
し
ろ

「
寂
寥
」
に
こ
そ
、
そ
の
意
味
の
重
心
を
置
い
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と

考
え
れ
る
。
亀
井
の
い
う
、「
つ
れ
づ
れ
」
の
「
意
味
論
的
形
態
の
一
貫

性
」
で
あ
る
。

こ
れ
に
関
連
し
て
、
十
七
世
紀
前
半
の
人
々
の
「
つ
れ
づ
れ
」
理
解

を
示
す
例
を
、
も
う
一
つ
加
え
て
お
こ
う
。
仮
名
草
子
『
ひ
そ
め
草
』

（
正
保
二
年
〈
一
六
四
五
〉
刊
）
は
、
そ
の
書
名
か
ら
も
分
か
る
よ
う

に
、『
徒
然
草
』
に
倣
っ
た
随
筆
で
あ
る
が
、
そ
の
冒
頭
は
以
下
の
文
章

で
始
ま
る
。

閑さ
び

し
さ
は
い
づ
く
も
同
じ
、
名
だ
ゝ
る
こ
ろ
の
夕
暮
な
れ
ば
、
何

と
な
く
硯
を
な
ら
し
、
た
ゞ
言ご

と

を
巨こ

々ゝ
等ら

筆
に
任
す
。（
九
州
大
学

雅
俗
文
庫
本
）

「
硯
を
な
ら
し
」「
た
ゞ
言
を
」「
筆
に
任
す
」
と
い
う
よ
う
な
言
辞
か

ら
も
、『
徒
然
草
』
序
段
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
が
、
一
方

で
こ
の
文
章
は
、
良
暹
「
さ
び
し
さ
に
宿
を
立
出
て
眺
む
れ
ば
い
づ
く

も
同
じ
秋
の
夕
暮
れ
」（『
百
人
一
首
』
所
収
）
に
も
拠
っ
て
い
る
。
つ

ま
り
『
ひ
そ
め
草
』
の
作
者
は
、「
つ
れ
づ
れ
」
を
、「
秋
の
夕
暮
れ
時

の
さ
び
し
さ

0

0

0

0

」（
寂
寥
）
に
当
て
て
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

三　
「
つ
れ
づ
れ
」
に
も
の
を
書
く
と
い
う
こ
と

兼
好
は
序
段
に
お
い
て
、
暇
で
す
る
こ
と
が
な
い
（
退
屈
）
か
ら
本

書
を
書
き
始
め
た
と
言
っ
て
い
る
の
か
。
そ
れ
と
も
、
孤
独
で
さ
び
し

い
（
寂
寥
）
か
ら
本
書
を
書
き
始
め
た
と
言
っ
て
い
る
の
か
。

こ
の
問
題
を
考
え
る
た
め
の
一
つ
の
材
料
と
し
て
、
前
稿
で
私
は
、

「
つ
れ
づ
れ
」
に
も
の
を
書
く
（
描
く
）
と
い
う
行
為
の
先
例
に
つ
い
て

考
え
て
み
た
。
そ
の
よ
う
な
先
例
が
あ
る
な
ら
ば
、
兼
好
が
そ
れ
に
倣
っ

た
こ
と
は
十
分
に
あ
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
前
稿
で
は
、『
枕
草
子
』
末
尾
の
文
章
と
『
源
氏
物
語
』
須
磨

巻
の
用
例
を
挙
げ
た
。
前
者
は
、
里
居
し
て
「
つ
れ
づ
れ
」
で
あ
っ
た

清
少
納
言
が
、『
枕
草
子
』
を
書
き
始
め
た
理
由
に
つ
い
て
語
っ
た
も
の

で
、
こ
の
場
合
の
「
つ
れ
づ
れ
」
は
、
里
居
と
い
う
孤
独
な
状
況
が
も

た
ら
す
「
寂
寥
」
と
「
退
屈
」、
そ
の
両
方
の
意
味
が
考
え
ら
れ
る
、
と

し
た
。
一
方
、『
源
氏
物
語
』
の
用
例
は
、
須
磨
に
左
遷
さ
れ
て
鬱
々
と

し
て
い
る
光
源
氏
が
、「
つ
れ
づ
れ
」
な
る
ま
ま
に
絵
を
描
き
す
さ
ん
で
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い
る
と
い
う
場
面
で
あ
る
か
ら
、
き
わ
め
て
「
寂
寥
」
の
意
味
合
い
が

濃
い
と
判
断
し
た
。

こ
れ
ら
に
加
え
て
、
次
の
よ
う
な
例
も
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
ま
ず

は
、『
堤
中
納
言
物
語
』
の
末
尾
で
あ
る
。
人
も
通
え
な
い
よ
う
な
場
所

に
籠
っ
て
し
ま
お
う
と
決
意
し
た
人
が
、「
世
の
中
、
心
細
く
悲
し
く

て
」「
う
ら
が
な
し
く
思
ひ
つ
づ
け
ら
れ
」
て
書
き
送
っ
た
手
紙
の
な
か

の
ひ
と
こ
と
。

つ
れ
づ
れ
な
る
ま
ま
に
、
よ
し
な
し
ご
と
も
、
書
き
つ
く
る
な
り
。

（
小
学
館
・
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
本
。
以
下
、
本
全
集
所
収
本

は
「
新
編
全
集
本
」
と
略
称
。
傍
線
は
川
平
。
以
下
同
じ
）

こ
の
一
文
は
、「
つ
れ
づ
れ
な
る
ま
ま
に
」「
よ
し
な
し
ご
と
」「
書
き

つ
く
る
」
な
ど
、
語
彙
的
に
『
徒
然
草
』
序
段
と
非
常
に
近
似
し
て
い

る
。
そ
し
て
こ
こ
で
の
「
つ
れ
づ
れ
」
も
、「
心
細
く
悲
し
く
」「
う
ら

が
な
し
く
」
思
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
た
ん
な
る
「
退
屈
」
で
は
な
い
。

先
に
見
た
『
源
氏
物
語
』
と
同
様
、「
寂
寥
」
の
気
分
が
濃
厚
で
あ
る
。

次
に
、
藤
原
俊
頼
の
和
歌
。『
千
載
和
歌
集
』
巻
一
八
・
雑
歌
下
に

は
、「
堀
河
院
の
御
時
、
百
首
た
て
ま
つ
り
け
る
時
、
述
懐
の
歌
よ
み
て

た
て
ま
つ
り
侍
け
る
」
と
い
う
詞
書
で
、
長
歌
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
一
部
を
抜
き
出
し
て
み
る
。

世
の
中
に　

ま
た
何
事
を　

み
熊
野
の　

浦
の
浜
木
綿　

重
ね

つ
　ゝ

憂
き
に
堪
え
た
る　

た
め
し
に
は　

鳴
尾
の
松
の　

つ
れ

づ
れ
と　

い
た
づ
ら
事
を　

か
き
つ
め
て　

あ
は
れ
知
れ
ら
ん　

行

く
す
え
の　

人
の
た
め
に
は　

を
の
づ
か
ら　

偲
ば
れ
ぬ
べ
き　

身

な
れ
ど
も　
（
岩
波
書
店
・
新
日
本
古
典
文
学
大
系
本
）

長
年
、
憂
さ
を
耐
え
忍
ん
で
き
た
身
の
習
い
と
し
て
、「
つ
れ
づ
れ
」

と
「
い
た
づ
ら
事
」
を
「
か
き
つ
め
」
て
き
た
、
と
い
う
。
こ
れ
も
『
徒

然
草
』
序
段
の
言
辞
に
近
い
も
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
「
か
き
つ
む
」

と
は
、「
書
き
集
め
る
」
の
意
で
、「
年
ご
ろ
書
き
つ
め
さ
せ
た
ま
ひ
け

る
絵
物
語
な
ど
」（『
栄
花
物
語
』
巻
二
七
、
新
編
全
集
本
）、「
今
更
に

日
に
二
度
三
度
書
き
つ
め
つ
つ
、
恨
み
き
こ
え
た
ま
ふ
る
」（『
狭
衣
物

語
』
巻
三
、
新
編
全
集
本
）
な
ど
と
見
え
る
。

さ
て
、
右
は
述
懐
の
長
歌
で
あ
る
か
ら
、
不
遇
意
識
か
ら
く
る
「
寂

寥
」
が
根
底
に
あ
り
、
ま
た
「
つ
れ
づ
れ
と
～
す
る
」
と
い
う
副
詞
的

な
用
法
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
寂
寥
が
う

ち
続
く
こ
と
に
よ
る
「
煩
悶
」
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

俊
頼
が
「
鳴
尾
の
松
」
を
読
み
込
ん
だ
歌
は
ほ
か
に
も
、

な
る
お
な
る
友
な
き
松
の
つ
れ
づ
れ
と
ひ
と
り
も
く
れ
に
た
ち
に

け
る
か
な　
（『
歌
枕
名
寄
』
巻
一
六
、
古
典
文
庫
本
・
四
四
一
〇

番
）

と
い
う
例
が
あ
る
。
鳴
尾
の
松
は
「
友
な
く
」「
つ
れ
づ
れ
」
と
、「
ひ

と
り
」
夕
暮
れ
に
立
っ
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
つ

れ
づ
れ
」
は
よ
り
明
瞭
に
、
孤
独
か
ら
く
る
「
寂
寥
」、
お
よ
び
そ
れ
が



―	255	―

う
ち
続
く
「
煩
悶
」
を
表
わ
し
て
い
る
。
鳴
尾
の
松
は
、「
ひ
と
り
寂
し

げ
に
、
悶
々
と
立
っ
て
い
る
」
の
で
あ
っ
て
、「
ひ
と
り
退
屈
そ
う
に

立
っ
て
い
る
」
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
上
述
の
長
歌
に
お
け
る
「
つ
れ

づ
れ
」
も
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
で
使
わ
れ
て
い
る
の
に
相
違
な
い
。

こ
う
し
て
見
て
く
る
と
、「
つ
れ
づ
れ
」
に
も
の
を
書
く
と
い
う
先
例

に
は
、
単
純
に
暇
を
持
て
余
し
て
仕
方
が
な
い
か
ら
と
い
う
よ
り
は
、

孤
独
や
不
遇
な
ど
の
状
況
か
ら
く
る
寂
し
さ
を
背
景
に
た
た
え
つ
つ
、

そ
れ
を
打
ち
消
す
た
め
に
、
と
い
う
場
合
が
多
い
。

『
徒
然
草
』
序
段
の
「
つ
れ
づ
れ
」
に
「
書
く
」
と
い
う
行
為
は
、
こ

の
よ
う
な
先
行
文
学
作
品
の
イ
メ
ー
ジ
を
踏
ま
え
た
可
能
性
が
あ
る
。

四　
『
徒
然
草
』
の
「
つ
れ
づ
れ
」

次
に
考
え
て
み
る
の
は
、
そ
も
そ
も
兼
好
は
「
つ
れ
づ
れ
」
を
、『
徒

然
草
』
の
他
の
箇
所
で
ど
の
よ
う
に
使
っ
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
そ
れ
ら
の
用
例
か
ら
、
兼
好
の
使
う
「
つ
れ
づ
れ
」
を
、
帰
納

的
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
作
業

は
本
テ
ー
マ
の
論
証
の
う
え
で
は
非
常
に
重
要
な
部
分
で
あ
っ
た
が
、

簡
潔
を
旨
と
す
る
「
新
書
」
と
し
て
は
あ
ま
り
に
単
調
で
地
味
な
記
述

に
な
る
た
め
、
前
稿
で
は
後
ろ
髪
を
引
か
れ
つ
つ
も
割
愛
し
た
の
で
あ

る
。

『
徒
然
草
』
の
な
か
に
は
、「
つ
れ
づ
れ
」
が
全
部
で
八
例
使
わ
れ
て

い
る
。
序
段
は
ひ
と
ま
ず
置
い
て
、
他
の
七
例
を
点
検
し
て
み
よ
う
。

な
お
、『
徒
然
草
』
本
文
の
引
用
は
、
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
『
新
版	

徒

然
草
』（
小
川
剛
生
注
）
を
用
い
る
。

①
第
一
二
段

―
同
じ
気
持
ち
を
持
っ
た
人
と
、
腹
を
割
っ
て
い
ろ
い
ろ
と
話
せ

れ
ば
楽
し
い
だ
ろ
う
と
思
う
が
、
し
か
し
ま
っ
た
く
同
じ
心
の
持
ち
主

と
語
り
合
っ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
自
分
と
対
話
し
て
い
る
よ
う
な
も
の

で
、
逆
に
つ
ま
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
で
、
少
し
は
意
見
や
好

み
が
食
い
ち
が
う
人
と
、「
あ
あ
だ
、
こ
う
だ
」
と
議
論
す
る
な
ら
ば
、

「
つ
れ
づ
れ
慰
ま
め
と
思
へ
ど
」、
や
は
り
気
心
の
知
れ
た
友
達
に
は
か

な
わ
な
い
、
と
い
う
。

作
者
は
「
つ
れ
づ
れ
」
を
感
じ
て
い
る
。
だ
が
友
達
と
語
り
合
う
こ

と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
解
消
さ
れ
る
だ
ろ
う
と
予
想
し
て
い
る
か
ら
、

い
ま
彼
の
そ
ば
に
は
、
そ
の
よ
う
な
友
達
が
い
な
い
。
よ
っ
て
、
そ
の

状
況
に
焦
点
を
当
て
れ
ば
「
寂
寥
」
と
な
る
し
、
そ
の
よ
う
な
状
況
に

気
持
ち
が
倦
ん
で
い
る
と
考
え
れ
ば
「
退
屈
」
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、

こ
こ
で
い
う
「
つ
れ
づ
れ
」
は
、「
退
屈
」「
寂
寥
」
の
ど
ち
ら
の
要
素

も
あ
る
と
言
え
る
。
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②
第
一
七
段

こ
れ
は
非
常
に
短
い
章
段
な
の
で
、
左
に
全
文
を
掲
出
す
る
。

山
寺
に
か
き
こ
も
り
て
、
仏
に
仕
う
ま
る
こ
そ
、
つ
れ
づ
れ
も
な

く
、
心
の
濁
り
も
清
ま
る
心
地
す
れ
。

山
寺
に
参
篭
し
て
仏
事
を
勤
め
れ
ば
、「
つ
れ
づ
れ
」
に
な
ら
な
い
、

と
い
う
。
仏
事
が
忙
し
く
て
暇
を
か
こ
つ
よ
う
な
余
裕
が
な
い
と
い
う

の
で
あ
れ
ば
、「
つ
れ
づ
れ
」
は
「
退
屈
」
で
あ
る
し
、
仏
の
存
在
を
間

近
に
感
じ
る
の
で
孤
独
で
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、「
寂
寥
」
に
も

と
れ
る
。
①
と
同
じ
く
、
ど
ち
ら
と
も
決
し
が
た
く
、
ま
た
両
義
的
な

意
味
を
含
み
込
む
も
の
か
も
し
れ
な
い

（
注
１
）。

③
第
一
〇
四
段

順
番
か
ら
い
え
ば
第
七
五
段
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
重
要
な
の
で
最
後

に
述
べ
る
こ
と
と
し
て
、
第
一
〇
四
段
を
先
に
見
て
お
こ
う
。
こ
の
段

は
、
王
朝
物
語
の
習
作
と
も
い
え
る
よ
う
な
章
段
だ
。
そ
の
冒
頭
部
に

次
の
よ
う
に
あ
る
。

荒
れ
た
る
宿
の
、
人
目
な
き
に
、
女
の
、
憚
る
こ
と
あ
る
こ
ろ
に

て
、
つ
れ
づ
れ
と
籠
り
居
た
る
を
、
…
…

何
事
か
憚
り
が
あ
る
事
情
が
あ
っ
て
、
女
が
人
け
の
な
い
粗
末
な
屋

敷
に
「
つ
れ
づ
れ
」
と
籠
っ
て
い
た
と
い
う
。
こ
れ
は
「
退
屈
」
を
か

こ
つ
よ
う
な
、
経
済
的
・
精
神
的
な
余
裕
の
あ
る
様
子
で
は
な
か
ろ
う
。

「
人
目
」
の
な
い
寂
し
い
環
境
な
の
だ
か
ら
、「
寂
寥
」
を
ベ
ー
ス
と
し

た
悶
々
鬱
々
と
し
た
状
態
で
あ
る
。「
煩
悶
」
と
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

④
第
一
三
七
段

『
徒
然
草
』
で
最
も
長
い
章
段
の
な
か
に
あ
る
一
節
で
あ
る
。
賀
茂
の

葵
祭
り
を
見
物
に
、
貴
人
た
ち
の
牛
車
が
次
々
に
参
集
し
て
く
る
。

を
か
し
く
も
き
ら
き
ら
し
く
も
、
さ
ま
ざ
ま
に
行
き
交
ふ
、
見
る

も
つ
れ
づ
れ
な
ら
ず
。

趣
味
が
よ
い
も
の
で
あ
っ
た
り
、
華
美
な
も
の
で
あ
っ
た
り
、
い
ろ

い
ろ
な
牛
車
が
行
き
通
う
の
だ
が
、
そ
れ
ら
を
見
る
の
は
「
つ
れ
づ
れ
」

で
は
な
い
、
と
い
う
。「
見
飽
き
る
こ
と
が
な
い
」
の
意
で
取
れ
る
。
兼

好
は
祭
を
見
に
来
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
ば
に
は
人
も
た
く
さ
ん

い
た
か
も
し
れ
ず
、「
寂
寥
」
を
感
じ
る
よ
う
な
孤
独
な
状
況
で
は
な

い
。
よ
っ
て
こ
こ
は
「
退
屈
」
に
近
い
だ
ろ
う
。

⑤
第
一
七
〇
段

―
人
の
と
こ
ろ
へ
行
っ
て
時
間
を
つ
ぶ
す
の
は
よ
く
な
い
。
人
と

向
き
合
っ
て
い
た
ら
、
話
も
長
く
な
り
、
身
も
く
た
び
れ
、
心
も
閑
か

で
は
な
く
な
る
。
だ
が
、

同
じ
心
に
向
は
ま
ほ
し
く
思
は
ん
人
の
、
つ
れ
づ
れ
に
て
、「
今
し

ば
し
。
今
日
は
心
閑
か
に
」
な
ど
言
は
ん
は
、
こ
の
限
り
に
は
あ
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ら
ざ
る
べ
し
。

と
い
う
。
気
心
の
知
れ
な
い
人
と
会
う
の
は
、
時
間
と
心
身
の
浪
費

だ
と
い
う
考
え
は
、
第
一
二
段
に
も
通
じ
る
。
し
か
し
、
同
好
の
士
が
、

「
つ
れ
づ
れ
」
な
の
で
、「
も
う
少
し
話
し
ま
し
ょ
う
。
今
日
は
ご
ゆ
っ

く
り
」
と
引
き
留
め
て
く
れ
た
場
合
は
例
外
だ
と
い
う
。
こ
の
場
合
の

「
つ
れ
づ
れ
」
は
、
話
し
相
手
が
い
な
い
と
い
う
状
況
で
あ
る
か
ら
、「
退

屈
」「
寂
寥
」
ど
ち
ら
の
意
味
も
含
み
う
る
。

⑥
第
一
七
五
段

―
酒
は
人
を
狂
わ
せ
る
悪
し
き
飲
み
物
で
あ
る
が
、
し
か
し
良
い

面
も
あ
る
。
月
の
夜
、
雪
の
朝
、
あ
る
い
は
花
の
下
な
ど
で
も
、
穏
や

か
に
人
と
話
し
な
が
ら
、
盃
を
取
り
出
し
て
飲
む
の
は
、
そ
の
場
に
興

を
添
え
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
。
次
の
文
は
、
そ
れ
に
続
く
も
の
で

あ
る
。つ

れ
づ
れ
な
る
日
、
思
ひ
の
外
に
友
の
入
り
来
て
、
と
り
お
こ
な

ひ
た
る
も
、
心
な
ぐ
さ
む
。

「
つ
れ
づ
れ
」
な
日
に
、
突
然
友
達
が
や
っ
て
き
て
、
酒
席
の
用
意
を

す
る
の
も
心
が
慰
む
も
の
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
い
う
「
つ

れ
づ
れ
」
な
日
と
は
、
ど
ん
な
日
だ
ろ
う
。
何
も
す
る
こ
と
が
な
い
と

い
う
側
面
か
ら
見
れ
ば
「
退
屈
」
で
あ
ろ
う
が
、
自
宅
で
ひ
と
り
過
ご

し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、「
寂
寥
」
の
気
持
ち
を
抱
え
て
い
た
と
も

言
え
よ
う
。
や
は
り
両
義
に
取
れ
る
用
例
で
あ
る
。

⑦
第
七
五
段

最
後
に
、
問
題
の
第
七
五
段
を
見
て
み
よ
う
。
本
段
は
冒
頭
か
ら
、

次
の
よ
う
に
書
か
れ
る
。

つ
れ
づ
れ
わ
ぶ
る
人
は
、
い
か
な
る
心
な
ら
ん
。
ま
ぎ
る
る
方
な

く
、
た
だ
ひ
と
り
あ
る
の
み
こ
そ
よ
け
れ
。

「
つ
れ
づ
れ
」
を
か
こ
つ
人
は
、
い
っ
た
い
ど
ん
な
気
持
ち
な
の
だ
ろ

う
。
も
の
ご
と
に
遮
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
た
っ
た
一
人
で
い
る
こ
と
は

良
い
こ
と
だ
、
の
意
で
あ
る

（
注
２
）。

「
つ
れ
づ
れ
」
と
は
本
来
、「
退
屈
」
だ
と
か
「
寂
寥
」
だ
と
か
、
価

値
と
し
て
は
マ
イ
ナ
ス
の
状
態
で
あ
る
。
し
か
し
、
と
兼
好
は
言
う
。

そ
れ
は
考
え
よ
う
に
よ
っ
て
は
「
ま
ぎ
る
る
方
な
く
、
た
だ
ひ
と
り
あ

る
」
状
態
で
あ
っ
て
、
プ
ラ
ス
の
状
態
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
そ

れ
な
の
に
、
な
ぜ
人
は
そ
れ
を
厭
う
の
か
、
と
。
世
の
中
で
一
般
的
に

行
わ
れ
て
い
る
価
値
観
や
常
識
を
覆
す
逆
説
的
な
論
法
は
、
兼
好
が
得

意
と
す
る
と
こ
ろ
だ
。
た
と
え
ば
「
花
は
盛
り
に
、
月
は
く
ま
な
き
を

の
み
、
見
る
も
の
か
は
」（
第
一
三
七
段
）、「
妻
と
い
ふ
も
の
こ
そ
、
を

の
こ
の
持
つ
ま
じ
き
も
の
な
れ
」（
第
一
九
〇
段
）
な
ど
。

た
し
か
に
、
こ
こ
で
兼
好
は
「
つ
れ
づ
れ
」
な
る
状
態
を
肯
定
し
て

い
る
。
そ
し
て
十
七
世
紀
の
注
釈
書
の
「
静
寂
の
境
地
」
説
（
前
稿
第



―	258	―

一
章
）、
あ
る
い
は
大
正
期
以
降
の
「
新
・
静
寂
の
境
地
」
説
（
同
・
終

章
）
な
ど
は
、
こ
の
一
つ
の
用
例
を
過
大
評
価
し
て
、
こ
れ
こ
そ
が
兼

好
の
「
つ
れ
づ
れ
」
の
真
意
だ
、
な
ど
と
し
て
、
序
段
を
含
む
他
の
七

例
す
べ
て
を
、
こ
の
よ
う
な
プ
ラ
ス
の
意
味
で
捉
え
よ
う
と
し
た
。

だ
が
前
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
、
上
の
兼
好
の
発
言
は
、
少
し
奇
を
衒
っ

た
逆
説
的
な
議
論
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
兼
好
独
自
の
「
つ
れ
づ
れ
」

と
し
て
、
全
用
例
に
適
用
す
る
の
は
無
理
が
あ
ろ
う
。「
つ
れ
づ
れ
」
と

は
、
兼
好
に
お
い
て
も
や
は
り
、
基
本
的
に
は
忌
む
べ
き
状
態
な
の
で

あ
っ
て
、
こ
の
段
の
「
つ
れ
づ
れ
」
も
、「
退
屈
」
や
「
寂
寥
」
と
い
っ

た
一
般
的
な
意
味
範
囲
を
出
な
い
。
そ
の
よ
う
な
マ
イ
ナ
ス
の
状
態
で

は
あ
る
が
、
そ
れ
を
ど
う
捉
え
直
せ
る
か

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
議
論
が
、
こ
の
段
で

な
さ
れ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
だ
ろ
う
。

こ
う
し
て
見
て
く
る
と
、
序
段
を
除
く
、『
徒
然
草
』
の
な
か
の
「
つ

れ
づ
れ
」
七
例
の
内
訳
は
、「
退
屈
」
と
捉
え
ら
れ
る
も
の
一
例
、「
退

屈
」
と
も
「
寂
寥
」
と
も
捉
え
ら
れ
る
も
の
五
例
、「
寂
寥
」
か
ら
く
る

「
煩
悶
」
と
捉
え
ら
れ
る
も
の
一
例
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
単
純
な
「
退

屈
」
の
例
は
わ
ず
か
に
一
例
の
み
で
あ
り
、
残
り
の
六
例
は
、「
寂
寥
」

の
可
能
性
が
あ
る
も
の
、
あ
る
い
は
「
寂
寥
」
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
強
く

含
む
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
に
、
先
述
の
よ
う
な
「
つ
れ
づ
れ
」
に
も
の
を
「
書
く
」
と
い

う
類
型
の
問
題
を
併
せ
て
考
え
て
み
る
な
ら
ば
、
序
段
の
「
つ
れ
づ
れ
」

は
、
や
は
り
単
純
な
「
退
屈
」
と
は
考
え
難
い
。
ま
さ
し
く
そ
れ
は
、

前
稿
第
一
章
第
一
節
の
タ
イ
ト
ル
に
示
し
た
と
お
り
、「「
退
屈
」
と
「
寂

寥
」
の
あ
い
だ
」
に
そ
の
真
意
が
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

「
所
在
な
い
」「
手
持
ち
無
沙
汰
だ
」
と
い
う
よ
う
な
、
定
型
的
な
「
退

屈
」
系
の
解
釈
に
し
が
み
つ
か
ず
、
適
宜
こ
の
よ
う
な
「
寂
寥
」
の
ニ
ュ

ア
ン
ス
を
掬
い
上
げ
つ
つ
解
釈
す
る
こ
と
が
、
兼
好
の
「
つ
れ
づ
れ
」

―
そ
し
て
そ
れ
は
、
広
く
古
典
文
学
に
お
け
る
「
つ
れ
づ
れ
」
と
い

う
問
題
に
広
げ
て
も
、
大
き
く
的
を
外
す
ま
い
―
を
考
え
る
際
の
要

諦
と
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

五　
十
八
世
紀
の
「
つ
れ
づ
れ
」
語
釈

以
下
は
、「
補
説
」（
本
稿
）
の
補
説
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

一
つ
め
は
、「
つ
れ
づ
れ
」
の
語
釈
史
の
変
遷
に
つ
い
て
で
あ
る
。
現

在
は
「
退
屈
」
系
が
主
流
で
あ
る
が
、
前
稿
に
も
書
い
た
よ
う
に
、
十

七
世
紀
は
「
寂
寥
」
系
が
主
流
で
あ
っ
た
。
い
つ
か
ら
そ
の
流
れ
が
変

わ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

た
と
え
ば
十
七
世
紀
の
語
源
辞
典
で
あ
る
、
松
永
貞
徳
の
『
和
句
解
』

（
寛
文
二
年
〈
一
六
六
二
〉
刊
）
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

徒
然　

つ
れ
づ
れ
。
倩

つ
ら
つ
ら

よ
り
出
づ
。
さ
び
し
き
の
か
へ
詞
也
。

ひ
と
り
居
て
、
つ
ら
つ
ら
物
を
思
ふ
体
也
。（『
松
永
貞
徳
『
和
句
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解
』
本
文
と
研
究
』、
土
井
文
人
編
、
和
泉
書
院
、
二
〇
一
五
年
）

こ
こ
か
ら
は
様
々
な
情
報
が
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
が
、
い
ま
は
「
つ

れ
づ
れ
」
が
、「
さ
び
し
」
と
い
う
言
葉
で
言
い
換
え
ら
れ
る
と
説
明
し

て
い
る
点
だ
け
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
、「
ひ
と
り
居

0

0

0

0

て0

、
つ
ら
つ
ら
物
を
思
ふ
体
」
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ

で
い
う
「
つ
れ
づ
れ
／
さ
び
し
」
は
、「
寂
寥
」
の
意
に
重
点
が
あ
る
と

言
え
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
た
と
え
ば
十
八
世
紀
後
半
の
『
源
氏
物
語
』
語
彙

辞
典
で
あ
る
、
五
井
蘭
洲
の
『
源
語
梯
』（
天
明
四
年
〈
一
七
八
四
〉
刊
）

で
は
、「
つ
れ
づ
れ
」
を
や
は
り
「
さ
び
し
」
と
同
じ
意
味
で
あ
る
と
し

つ
つ
、つ

ら
ね
つ
ら
ね
物
を
思
ひ
つ
つ
居
る
は
、
暇
あ
り
て
わ
ざ
な
き
時

の
こ
と
な
れ
ば
、
さ
び
し
き
意
に
も
言
へ
る
な
る
べ
し
。（
国
文
学

研
究
資
料
館
初
雁
文
庫
蔵
本
）

と
説
明
し
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
「
つ
れ
づ
れ
／
さ
び
し
」
は
、「
暇
あ

0

0

り
て
わ
ざ
な
き
時

0

0

0

0

0

0

0

の
こ
と
」
で
あ
る
と
い
う
か
ら
、「
退
屈
」
の
意
に
重

点
が
あ
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
同
じ
く
「
つ
れ
づ
れ
」
と
「
さ
び
し
」
は
同
義
で
あ

る
と
説
明
し
つ
つ
も
、
十
七
世
紀
前
半
の
「
さ
び
し
」
の
捉
え
方
と
、

十
八
世
紀
後
半
の
そ
れ
と
で
は
、
そ
こ
に
認
定
す
る
意
味
合
い
が
微
妙

に
異
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、「
つ
れ
づ
れ
」
を
ど
う
捉
え
る
か

―
「
寂
寥
」
な
の
か
「
退
屈
」
な
の
か
―
と
い
う
問
題
に
も
つ
な

が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
参
考
と
な
る
発
言
を
し
て
い
る
の
は
、
本
居

宣
長
で
あ
る
。『
源
氏
物
語
玉
の
小
櫛
』（
寛
政
十
一
年
〈
一
七
九
九
〉

刊
）
巻
五
に
お
い
て
、「
さ
う
〴
〵
し
」
は
「
さ
び
し
き
也
」
と
い
う
契

沖
『
源
註
拾
遺
』
の
解
説
に
同
意
し
つ
つ
、
次
の
よ
う
に
付
け
加
え
て

い
る
。さ

て
「
つ
れ
〴
〵
」
と
い
ふ
も
、
さ
び
し
き
こ
と
な
る
を
、
同
じ

さ
び
し
き
も
、「
つ
れ
〴
〵
」
と
「
さ
う
〴
〵
し
」
と
は
意
異
也
。

「
つ
れ
〴
〵
」
と
は
、
す
べ
き
わ
ざ
の
な
く
て
、
ひ
ま
に
て
さ
び
し

き
を
い
ひ
、「
さ
う
〴
〵
し
」
と
は
、
あ
る
べ
き
物
あ
る
べ
き
事
の

な
く
て
、
た
ら
ぬ
が
さ
び
し
き
を
い
へ
り
。
此
け
ぢ
め
を
心
得
お

く
べ
し
。（『
本
居
宣
長
全
集
』
第
四
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
六
九

年
）

こ
の
よ
う
に
宣
長
は
、「
つ
れ
づ
れ
」
と
「
さ
う
ざ
う
し
」
を
対
照
さ

せ
て
、
両
者
は
同
じ
く
「
さ
び
し
」
の
意
味
で
あ
る
が
、「
つ
れ
づ
れ
」

と
は
「
す
べ
き
わ
ざ
の
な
く
て
、
ひ
ま
に
て

0

0

0

0

さ
び
し
き
」、「
さ
う
ざ
う

し
」
は
「
あ
る
べ
き
事
の
な
く
て
、
た
ら
ぬ
が

0

0

0

0

さ
び
し
き
」
を
言
う
と

解
説
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
つ
れ
づ
れ
」
は
「
退
屈
」（
行
為
の
欠
如
感
）、

「
さ
う
ざ
う
し
」
は
「
寂
寥
」（
存
在
の
欠
如
感
）
で
あ
る
と
定
義
す
る

の
で
あ
る
。
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こ
れ
は
一
見
、
同
系
列
の
言
葉
の
微
妙
な
違
い
を
捉
え
た
、
た
い
へ

ん
明
解
な
定
義
の
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
、「
つ
れ
づ
れ
」
の
な
か
に

も
「
寂
寥
」
の
意
味
が
あ
る
こ
と
―
い
な
、
む
し
ろ
そ
ち
ら
こ
そ
が

こ
の
言
葉
の
核
心
に
近
か
ろ
う
こ
と
―
は
前
述
し
た
と
お
り
で
あ
っ

て
、
こ
の
宣
長
の
定
義
は
失
考
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

た
と
え
ば
『
大
鏡
』
の
冒
頭
に
、
雲
林
院
の
菩
提
講
を
聴
聞
に
来
た

人
々
が
、
講
師
の
到
着
を
待
っ
て
い
る
場
面
が
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
、

か
く
て
講
師
待
つ
ほ
ど
に
、
我
も
人
も
ひ
さ
し
く
つ
れ
づ
れ
な
る

に
、
こ
の
翁
ど
も
の
言
う
や
う
、「
い
で
、
さ
う
ざ
う
し
き
に
、

…
…
（
新
編
全
集
本
）

と
あ
る
。
こ
の
「
つ
れ
づ
れ
」
は
「
退
屈
」
の
意
で
解
釈
で
き
る
も

の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
す
ぐ
後
で
「
さ
う
ざ
う
し
」
と
も
言
い
換
え
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
例
を
も
っ
て
し
て
も
、
宣
長
の
定
義
の
よ

う
に
明
解
に
分
類
で
き
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
こ
の
よ
う
な
「
つ
れ
づ
れ
」
理
解
は
こ
れ
以
後
も
広
ま
っ

て
い
っ
た
よ
う
で
、
た
と
え
ば
前
稿
で
示
し
た
よ
う
に
、
宣
長
の
弟
子

で
あ
る
鈴
木
朗
の
『
雅
語
訳
解
』（
文
政
四
年
〈
一
八
二
一
〉
刊
）
に
は
、

「
つ
れ
づ
れ
」
＝
「
タ
イ
ク
ツ
」
と
い
う
説
明
が
、
明
確
に
な
さ
れ
る
。

「
つ
れ
づ
れ
」
の
な
か
に
含
ま
れ
て
い
た
「
寂
寥
」
の
意
味
は
こ
う
し
て

忘
れ
去
ら
れ
、「
退
屈
」
の
意
味
に
偏
っ
た
理
解
が
主
流
と
な
っ
て
い

く
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
現
代
に
ま
で
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
の
で
あ
る

（
注
３
）。

六　
「
つ
れ
づ
れ
」
と
「
徒と

然ぜ
ん

」

「
補
説
」
の
補
説
、
二
つ
め
は
、
コ
ラ
ム
に
記
し
た
和
語
「
つ
れ
づ

れ
」
と
漢
語
「
徒と

然ぜ
ん

」
と
の
関
係
に
つ
い
て
で
あ
る
。
前
稿
で
は
、
次

の
よ
う
な
こ
と
記
し
た
。

①	

「
つ
れ
づ
れ
」
は
「
さ
び
し
さ
」、「
徒と

然ぜ
ん

」
は
「
む
な
し
さ
」
に
、

そ
の
意
味
の
重
点
が
あ
っ
た
が
、
意
味
に
重
な
る
部
分
も
あ
っ
た

た
め
、
平
安
末
期
ま
で
に
は
「
つ
れ
づ
れ
＝
徒と

然ぜ
ん

」
と
い
う
認
識

が
生
ま
れ
た
。

②	

「
つ
れ
づ
れ
」
は
和
文
系
資
料
、「
徒と

然ぜ
ん

」
は
漢
文
系
資
料
で
主
に

使
わ
れ
て
い
る
が
、
後
者
は
少
な
く
と
も
室
町
時
代
に
は
、「
と
ぜ

ん
」
と
い
う
口
語
と
し
て
も
使
わ
れ
た
。

③	

「
つ
れ
づ
れ

0

0

0

0

草
」
を
「
徒
然

0

0

草
」
と
表
記
す
る
慣
例
が
定
着
す
る
の

は
、
近
世
以
後
で
あ
る
。

こ
の
な
か
で
特
に
興
味
深
い
の
は
、
③
の
事
実
で
あ
る
。
①
に
記
し

た
よ
う
に
、「
つ
れ
づ
れ
＝
徒と

然ぜ
ん

」
と
い
う
認
識
は
平
安
時
代
か
ら
存
在

し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
な
の
に
「
つ
れ
づ
れ
草
」
＝
「
徒
然
草
」
と
表

記
す
る
慣
例
が
し
ば
ら
く
定
着
し
な
か
っ
た
の
は
、「
つ
れ
づ
れ
」
と

「
徒と

然ぜ
ん

」
と
の
間
に
あ
る
本
来
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
違
い
が
、
や
は
り
意
識

さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
―
。
前
稿
で
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
指
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摘
し
た
。
こ
の
こ
と
を
裏
付
け
る
発
言
を
、
二
例
紹
介
し
て
お
く
。

ま
ず
、
国
学
の
祖
と
も
言
わ
れ
る
契
沖
の
見
解
。
徒
然
草
注
釈
書
『
鉄

槌
』（
慶
安
元
年
〈
一
六
四
八
〉
刊
）
に
、
契
沖
が
書
入
れ
を
し
た
本
が

水
戸
彰
考
館
に
伝
存
し
て
い
る
。
そ
の
序
段
注
釈
の
部
分
に
は
、
次
の

よ
う
な
書
入
れ
が
見
ら
れ
る
。

諺
に
、「
徒
然
」
と
は
い
へ
ど
、「
徒
然
」
は
「
黙
然
」
と
お
な
じ
。

「
つ
れ
〴
〵
」
と
は
少
心
か
は
れ
り
。
い
ま
だ
「
つ
れ
〴
〵
」
と
い

ふ
正
字
を
し
ら
ず
。「
寂
寞
」
の
字
な
る
べ
き
歟
。（『
契
沖
全
集
』

第
一
六
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
六
年
）

俗
に
「
徒と

然ぜ
ん

」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
け
れ
ど
、「
徒と

然ぜ
ん

」
は
「
黙
然
」

（
だ
ま
っ
て
い
る
こ
と
）
で
あ
り
、「
つ
れ
づ
れ
」
と
は
少
し
意
味
が
違

う
。「
つ
れ
づ
れ
」
に
漢
字
を
宛
て
る
と
す
れ
ば
、「
寂
寞
」
が
適
当
だ

ろ
う
か
―
と
。「
徒
然
」
よ
り
も
「
寂
寞
」
の
方
が
近
い
と
す
る
点

で
、「
つ
れ
づ
れ
」
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
知
る
う
え
で
貴
重
な
証
言
で
あ

る
。次

に
、
近
世
初
期
の
儒
学
者
と
し
て
著
名
な
堀
杏
庵
の
三
男
で
、
名

古
屋
藩
儒
と
な
っ
た
堀
孤
山
の
随
筆
『
本
朝
鶴
林
玉
露
』（
近
世
前
期

成
・
写
）。
そ
の
第
三
巻－

三
に
、「
徒
然
」
と
題
す
る
文
章
が
あ
る
。

原
漢
文
で
あ
る
が
、
書
き
下
し
で
記
す
。
な
お
本
資
料
の
存
在
に
つ
い

て
は
、
沐
海
宇
氏
の
ご
教
示
を
得
た
。

静
居
無
事
の
日
、
只
徒
然
と
し
て
白
日
を
送
る
、
世
の
諺
に
こ
れ

を
「
徒
然
」
と
曰
ふ
。
吉
田
の
兼
好
法
師
、
世
を
遁
れ
て
書
を
作

る
に
及
ん
で
、
こ
れ
を
名
づ
け
て
「
徒
然
」
と
曰
ふ
。
こ
れ
よ
り

世
人
、
猶
も
っ
て
静
居
無
事
の
日
を
謂
ひ
て
「
徒
然
」
と
曰
ふ
。

（
刈
谷
市
中
央
図
書
館
村
上
文
庫
蔵
）

孤
山
が
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
少
し
分
か
り
づ
ら
い
。
よ
っ
て

適
宜
言
葉
を
言
い
換
え
た
り
、
補
っ
た
り
し
な
が
ら
現
代
語
訳
し
て
み

る
。「

静
居
無
事
の
日
」（
静
か
に
暮
ら
し
、
と
り
た
て
て
事
も
な
い
日
）

に
、「
徒と

然ぜ
ん

と
し
て
」（
む
な
し
く
）
昼
間
を
過
ご
す
―
こ
れ
を
世
俗

の
言
葉
に
「
徒と

然ぜ
ん

」
と
い
う
（
本
来
、「
徒と

然ぜ
ん

」
は
「
む
な
し
い
」
の
よ

う
な
意
味
し
か
持
た
な
い
が
、
世
俗
で
は
「
静
居
無
事
の
日
」
の
よ
う

な
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
）。
ま
た
、
兼
好
法
師
は
世
を
遁

れ
て
著
述
を
も
の
し
、
こ
れ
を
「
徒
然
」
と
表
記
し
た
。
以
来
、
世
間

の
人
は
よ
り
い
っ
そ
う
、「
静
居
無
事
の
日
」
の
こ
と
を
「
徒と

然ぜ
ん

」
と
言

う
よ
う
に
な
っ
た
―
。
だ
い
た
い
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る

の
だ
ろ
う
。

孤
山
は
、『
徒
然
草
』
が
兼
好
の
時
代
か
ら
「
徒
然

0

0

草
」
と
い
う
書
名

表
記
が
な
さ
れ
て
い
た
と
認
識
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
先
述
の
と

お
り
、
室
町
時
代
に
は
「
つ
れ
づ
れ

0

0

0

0

草
」
と
表
記
さ
れ
て
い
た
の
で
、

こ
れ
は
誤
解
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、「
徒と

然ぜ
ん

」
の
本
来
の
意
味
が
「
静
居

無
事
の
日
」
で
は
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
点
は
、「
つ
れ
づ
れ
」
と
「
徒と
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然ぜ
ん

」
の
本
来
的
な
意
味
の
違
い
を
考
え
る
う
え
で
、
少
し
く
参
考
と
な

る
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

最
後
に
、
お
詫
び
と
い
う
か
釈
明
と
し
て
記
し
て
お
き
た
い
の
は
、

小
川
剛
生
注
『
新
版	

徒
然
草
』（
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
、
二
〇
一
五
年
、

以
下
「
小
川
注
」）
と
前
稿
と
の
関
係
で
あ
る
。

小
川
注
は
、
序
段
の
「
つ
れ
づ
れ
な
る
ま
ま
に
」
を
、「
な
す
こ
と
も

な
く
ま
た
話
し
相
手
も
い
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

状
態
」（
傍
点
は
川
平
、
以
下
同
じ
）
と

注
し
、
ま
た
「
無
聊
孤
独

0

0

で
あ
る
の
に
任
せ
て
」
と
現
代
語
訳
し
て
い

る
。
お
そ
ら
く
こ
れ
は
、「
つ
れ
づ
れ
」
と
い
う
言
葉
の
核
に
あ
る
「
孤

独
」
の
意
味
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
り
、
前
稿
と
論
点
を
共
有
し
て
い

る
部
分
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
私
が
上
述
の
論
証
過
程
で
達

し
た
結
論
は
、
小
川
注
が
注
釈
と
し
て
、
あ
る
い
は
現
代
語
訳
と
し
て
、

す
で
に
簡
略
な
が
ら
示
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
か
る
に
私
は
前
稿
第
一
章
に
お
い
て
、
こ
の
小
川
注
の
存
在
を
知

り
つ
つ
も
、
そ
れ
を
紹
介
し
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
は
以
下
の
と
お
り

で
あ
る
。

じ
つ
は
私
は
、
小
川
注
が
刊
行
さ
れ
る
以
前
に
、
本
章
の
基
に
な
っ

た
文
章
を
す
で
に
公
表
し
て
い
た
（「「
つ
れ
づ
れ
」
と
は
何
か
―
『
徒

然
草
』
の
転
変
―
」、『
テ
ク
ス
ト
の
誘
惑　

フ
ィ
ロ
ロ
ジ
ー
の
射
程
』

所
収
、
九
州
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
二
年
）。
そ
こ
で
そ
の
内
容
を
基
本

的
に
継
承
す
る
か
た
ち
で
、
前
稿
を
書
い
た
の
だ
っ
た
。
こ
の
と
き
、

自
説
の
プ
ラ
イ
オ
リ
テ
ィ
を
説
明
し
つ
つ
、
小
川
注
を
新
た
に
組
み
込

ん
で
、
論
を
再
構
成
す
る
の
が
理
想
で
は
あ
っ
た
の
だ
が
、
時
間
と
力

量
の
不
足
か
ら
、
私
に
は
そ
れ
が
う
ま
く
で
き
な
か
っ
た
。

そ
の
た
め
に
、
研
究
者
の
方
々
に
は
、
や
や
不
審
感
を
抱
か
せ
る
結

果
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
小
川
氏
に
は
こ
の
点
に
つ
い

て
、
す
で
に
私
信
に
お
い
て
釈
明
申
し
上
げ
た
が
、
こ
こ
で
も
そ
の
事

情
を
明
記
し
て
、
広
く
諸
賢
の
ご
理
解
を
得
た
い
と
思
っ
た
次
第
で
あ

る
。

注

注
１	

な
お
こ
こ
に
は
、『
源
氏
物
語
』
賢
木
巻
に
、
雲
林
院
に
参
篭
し
て
い
る

光
源
氏
の
様
子
を
語
っ
て
、「
こ
の
方
（
＝
雲
林
院
）
の
い
と
な
み
は
、
こ

の
世
も
つ
れ
づ
れ
な
ら
ず
、
後
の
世
は
た
頼
も
し
げ
な
り
」
と
あ
る
の
が

念
頭
に
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
参
篭
は
、
源
氏
が
藤
壺
の
こ
と

を
「
人
わ
ろ
く
、
つ
れ
づ
れ
に
思
さ
れ
」
て
い
た
、
す
な
わ
ち
人
目
に
も

見
苦
し
い
ほ
ど
に
、
悶
々
と
思
い
煩
っ
て
い
た
の
を
解
消
す
る
た
め
に

行
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
受
け
て
の
上
記
の
文
章
で
あ
る
。
そ
れ
を

踏
ま
え
れ
ば
、
上
の
「
こ
の
世
も
つ
れ
づ
れ
な
ら
ず
」
は
、「
現
世
に
お

け
る
（
そ
の
よ
う
な
）
煩
悶
も
な
く
」
の
意
で
解
釈
で
き
る
。

	

　

し
た
が
っ
て
、
こ
の
『
源
氏
物
語
』
の
文
章
を
介
在
し
て
い
る
と
す
れ
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ば
、『
徒
然
草
』
第
一
七
段
の
「
つ
れ
づ
れ
」
は
、
何
ら
か
の
思
い
煩
い
、

す
な
わ
ち
「
煩
悶
」
の
意
で
取
る
こ
と
も
可
能
と
な
る
。
た
だ
し
『
源
氏

物
語
』
と
比
較
し
た
場
合
、
そ
の
煩
悶
の
具
体
的
要
因
が
推
測
で
き
ず
、

や
や
唐
突
で
不
自
然
な
印
象
が
残
る
。

注
２	

井
手
恒
雄
は
「「
つ
れ
づ
れ
」
の
意
味
」（『
文
芸
と
思
想
』
第
二
七
号
、
一

九
六
五
年
）
に
お
い
て
、「
つ
れ
づ
れ
わ
ぶ
る
」
の
部
分
を
、「
つ
れ
づ
れ

（
を4

）
わ
ぶ
る
」
で
は
な
く
、「
つ
れ
づ
れ
（
な
り
と

4

4

4

）
わ
ぶ
る
」
と
解
釈

す
る
。
井
手
の
論
考
の
な
か
で
、
こ
の
部
分
は
最
も
ス
リ
リ
ン
グ
で
、
か

つ
こ
の
論
考
全
体
の
要
諦
と
な
る
部
分
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
よ
う
に

考
え
る
に
は
、
構
文
的
に
無
理
が
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
こ
は
冒
頭
の

一
文
で
あ
り
、
何
を

0

0

「
つ
れ
づ
れ
」
だ
と
「
わ
ぶ
る
」
の
か
、
そ
の
目
的

語
の
部
分
が
先
に
立
た
な
い
と
、
き
わ
め
て
不
自
然
だ
か
ら
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
こ
こ
は
や
は
り
「
つ
れ
づ
れ
（
を4

）
わ
ぶ
る
」
と
解
釈
す
る

し
か
な
い
と
考
え
る
。

注
３	

「
つ
れ
づ
れ
」
＝
「
退
屈
」
と
い
う
、
現
代
主
流
の
『
徒
然
草
』
序
段
解

釈
を
決
定
づ
け
た
の
は
、
注
２
に
掲
載
し
た
井
手
恒
雄
の
論
考
、
お
よ
び

同
氏
「「
つ
れ
づ
れ
」
の
誤
解
」（『
徒
然
草
通
説
批
判
』
所
収
、
世
界
書

院
、
一
九
六
九
年
）
で
は
な
か
ろ
う
か
。
井
手
は
序
段
を
、「
こ
れ
は
私

が
退
屈
し
の
ぎ
に
書
い
た
、
物
狂
お
し
き
文
章
で
す
」
と
い
う
予
防
線
を

張
っ
て
、
読
者
の
批
判
を
回
避
し
よ
う
と
し
た
と
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
兼

好
が
本
当
に
「
退
屈
」
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
別
問
題
で
、
彼
は
謙
辞

0

0

と

し
て
、
そ
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

	

　

当
方
も
、
こ
の
序
段
が
謙
辞
を
述
べ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は

異
論
な
い
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
こ
を
「
退
屈
」
の
意
に
限

定
す
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。「
退
屈
」
で
あ
ろ
う
が
「
寂
寥
」
で
あ

ろ
う
が
、
い
ず
れ
に
し
ろ
、
そ
の
よ
う
な
マ
イ
ナ
ス
の
状
態
の
折
に
書
い

た
物
狂
お
し
き
文
章
で
す
、
と
い
う
謙
辞
と
捉
え
れ
ば
よ
い
と
い
う
立
場

で
あ
る
。

（
か
わ
ひ
ら　

と
し
ふ
み
・
九
州
大
学
大
学
院
准
教
授
）




