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め

じ

近
代
文
学
史
上
に
名
を
連
ね
た
詩
人
た
ち
の
多
く
は
、
そ
の
揺
館
別
に
短
歌
創
作
の
経
験
を
も
っ
。
本
稿
で
論
述
の
対
象
と
す
る
詩
人
萩

原
朔
太
郎
も
そ
の
例
外
で
は
な
い
。
ゆ
え
に
、
朔
太
郎
の
詩
人
と
し
て
の
出
発
を
論
ず
る
と
き
、
彼
の
内
部
に
お
け
る
短
歌
と
詩
と
の
か
か

ハ
1
〉

わ
り
を
考
え
る
こ
と
は
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る

D

以
下
の
論
考
で
は
、
朔
太
郎
の
初
期
の
作
品
「
夜
汽
車
」
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
生
成
過
程

（

2
〉

の
検
討
を
と
お
し
て
右
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
を
お
こ
な
う
。
し
か
る
の
ち
に
、
同
じ
く
初
期
の
作
品
「
静
物
し
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
生
成

過
程
の
検
討
を
と
お
し
て
「
夜
汽
車
」
成
立
以
降
に
み
ら
れ
る
朔
太
郎
の
詩
的
模
宗
の
一
側
面
に
つ
い
て
考
察
を
お
こ
な
う
。

I 

（

3
）
 

『
純
情
小
曲
集
』
（
大
正
一
四
年
八
月
刊
）
「
愛
憐
詩
篇
」
の
冒
頭
に
位
置
す
る
「
夜
汽
車
」
は
、
そ
の
生
成
過
程
に
作
者
萩
原
則
太
郎
白

身
の
自
作
短
歌
が
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
点
で
重
要
な
作
品
で
あ
る
。
本
節
で
は
、
ミ
の
「
夜
汽
車
」
と
朔
太
郎
白
’
身
の
作
っ
た
短
歌
と
の
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か
か
わ
り
を
具
体
的
に
検
討
し
、
初
期
萩
原
朔
太
郎
の
詩
的
模
索
の
一
面
を
考
察
し
た
い
。
な
お
、
「
夜
汽
車
」
は
初
め
「
み
ち
ゆ
き
」
の

（

4
）
 

題
で
大
正
二
年
五
月
『
朱
嬢
』
に
発
表
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
同
題
で
朔
太
郎
の
自
筆
ノ

I
ト
『
習
作
集
第
八
巻
』
に
も
収
め
ら
れ
て
い

て
、
そ
れ
ぞ
れ
本
文
に
多
少
の
異
同
が
あ
る
。
以
下
の
考
察
に
お
い
て
は
、
「
夜
汽
車
」
の
成
立
時
期
お
よ
び
初
出
形
態
を
尊
重
す
る
立
場

（

5
〉

か
ら
『
朱
壌
』
所
載
の
「
み
ち
ゆ
き
」
を
本
文
と
し
て
採
用
す
る
。
引
用
短
歌
の
本
文
も
原
則
と
し
て
初
出
に
よ
る
。
た
だ
し
、
初
出
に
お

ハ
6
〉

け
る
明
ら
か
な
仮
名
遣
い
の
誤
り
お
よ
び
誤
字
は
筆
者
の
判
断
で
改
め
る
。

は
じ
め
に
「
み
ち
ゆ
き
」
を
引
く
。

み

ち

ゆ

き

- 51-

（
や
）

あ
り
あ
け
の
う
す
ら
あ
か
り
は

硝
子
戸
に
指
の
あ
と
つ
め
た
く

ほ
の
白
み
ゆ
く
山
の
端
は

み
づ
が
ね
の
ご
と
く
に
し
め
や
か
な
れ
ど
も

ま
だ
旅
人
の
ね
む
り
さ
め
や
ら
ね
ば

っ
か
れ
た
る
電
燈
の
た
め
い
き
ば
か
り
こ
ち
た
し
ゃ

あ
ま
た
る
き
ニ
ス
の
に
ほ
ひ
も



そ
こ
は
か
と
な
き
は
ま
き
た
ば
こ
の
煙
さ
へ

（位）

夜
汽
車
に
て
あ
れ
た
る
舌
に
は
佑
し
き
を

い
か
ば
か
り
人
妻
は
身
に
ひ
き
つ
め
て
嘆
く
ら
む

や
ま
し
な

ま
だ
山
科
は
過
ぎ
ず
や

く
ち
が
ね

空
気
ま
く
ら
の
口
金
を
ゆ
る
め
て

そ
っ
と
息
を
ぬ
い
て
み
る
女
ご
斗
ろ

ふ
と
二
人
悲
し
さ
に
身
を
す
り
ょ
せ

し
の
L
A

め
近
き
汽
車
の
窓
よ
り
外
を
眺
む
れ
ば

- 52ー

と
こ
ろ
も
し
ら
ぬ
山
里
に

（お）

さ
も
白
く
さ
き
て
居
た
る
を
だ
ま
き
の
花

こ
の
「
み
ち
ゆ
き
」
と
朔
太
郎
自
作
の
短
歌
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
久
保
忠
夫
氏
に
よ
る
い
く
つ
か
の
興
味
深
い
指
摘
が

あ
る
。
そ
の
第
一
は
「
み
ち
ゆ
き
」
と
同
時
に
同
じ
号
の
『
朱
築
』
に
掲
載
さ
れ
た
短
歌
、

し
の
斗
め
の
ま
だ
き
に
起
き
て
人
妻
と
汽
車
の
窓
よ
り
み
た
る
ひ
る
が
ほ

と
の
類
似
で
あ
る
。
確
か
に
、
詩
の
一
行
目
の
「
あ
り
あ
け
の
う
す
ら
あ
か
り
」
二
一
行
日
の
「
ほ
の
白
み
ゆ
く
山
の
端
」
な
ど
に
み
ら
れ
る



明
け
方
の
薄
明
の
と
き
と
い
う
時
間
的
位
相
は
、
右
の
短
歌
と
同
一
で
あ
る
。
し
か
も
、
詩
の
十
行
日
の
「
人
妻
」
十
五
行
目
の
「
し
の
斗

め
」
な
ど
は
短
歌
と
用
語
上
で
も
一
致
す
る
。
ま
た
、
詩
の
十
四
行
目
か
ら
十
七
行
日
に
み
ら
れ
る
、
明
け
方
の
汽
車
の
窓
か
ら
人
妻
と
と

も
に
外
界
の
対
象
物
（
花
）
を
見
出
す
、
と
い
う
構
図
も
短
歌
の
そ
れ
と
同
一
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
こ
の
詩
と
短
歌
と
が
ど
の
よ
う
な
か

か
わ
り
を
も
っ
て
成
立
し
た
の
か
は
判
然
と
し
な
い
。

こ
こ
に
ま
た
、
久
保
氏
の
興
味
深
い
指
摘
が
あ
る
。
氏
は
、
筑
摩
書
房
版
『
萩
原
朔
太
郎
全
集
』
刊
行
中
に
発
見
さ
れ
た
朔
太
郎
唯
一
の

自
筆
歌
集
『
空
い
ろ
の
花
』
中
の
、

（制

V
か

た

（

糠

）

し

ず

、

な

ぎ

遠
方
へ
行
く
て
ふ
汽
車
の
小
窓
よ
り
あ
る
と
き
見
た
る
石
楠
の
花

- 53ー

を
引
き
、
こ
れ
と
先
の
「
し
の
斗
め
の
」
の
歌
と
が
「
無
関
係
で
は
な
か
ろ
う
」
と
慎
重
な
態
度
で
指
摘
す
る
。
右
の
短
歌
は
『
空
い
ろ
の

花
』
の
「
午
後
」
の
章
に
「
た
そ
が
れ
」
の
総
題
で
集
め
ら
れ
た
四
十
四
首
中
の
一
つ
で
あ
り
、
四
十
四
首
の
う
ち
初
出
誌
の
明
ら
か
な
も

の
は
十
六
首
で
、
そ
の
う
ち
の
十
二
首
ま
で
が
明
治
四
十
三
年
の
発
表
で
あ
る
。
『
空
い
ろ
の
花
』
中
の
短
歌
が
ほ
ぼ
成
立
年
代
の
順
に
配

列
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
、
右
の
短
歌
は
、
先
に
引
い
た
「
み
ち
ゆ
き
」
や
「
し
の
斗
め
の
」
の
歌
よ
り
も
そ
の
成
立
時
期

を
ち
か
た

が
先
行
し
て
い
る
と
み
て
間
違
い
な
か
ろ
う
。
ま
た
、
久
保
氏
は
「
遠
方
へ
」
の
歌
に
加
え
て
『
空
い
る
の
花
』
中
で
次
に
記
さ
れ
て
い

る、

ぎ

り

（

込

）

し

の

aa
め

さ
霧
た
つ
妻
龍
山
の
鶏
鳴
に
ほ
の
白
々
と
あ
く
る
東
雲



を
ち
か
た

を
引
き
「
み
ち
ゆ
き
」
の
「
は
じ
め
と
お
わ
り
が
こ
の
こ
首
を
も
と
に
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
「
遠
方
へ
」
の

歌
に
お
い
て
は
そ
の
作
品
世
界
の
時
間
的
位
相
は
不
明
で
あ
る
が
、
確
か
に
、
汽
車
の
窓
を
と
お
し
て
外
界
の
対
象
物
を
見
出
す
と
い
う
基

uehv

し
の
L
め

本
的
な
構
図
に
お
い
て
の
一
致
が
み
ら
れ
る
。
ま
た
「
さ
霧
た
つ
」
の
歌
に
お
い
て
は
、
「
ほ
の
白
々
と
あ
く
る
東
雲
」
の
部
分
が
「
み
ち

ゆ
き
」
一
二
行
日
の
「
ほ
の
白
み
ゆ
く
山
の
端
」
や
十
五
行
目
の
「
し
の
L

め
近
き
汽
車
の
窓
」
に
流
れ
込
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

を

ち

か

た

ぎ

り

以
上
の
久
保
氏
の
指
摘
の
検
討
か
ら
も
明
ら
か
な
か
な
ご
と
く
、
「
遠
方
ヘ
」
の
歌
と
「
さ
霧
た
つ
」
の
歌
の
基
本
的
要
素
が
つ
み
ち
ゅ

き

へ
と
流
れ
こ
ん
で
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
ま
た
、
同
様
の
経
緯
か
ら
、
右
の
二
首
ー
ー
ー
こ
れ
は
す
で
に
述
べ
た
ご
と
く
足
工
い
ろ
の

花
』
中
で
隣
接
し
て
お
り
、

一
種
連
作
的
な
つ
な
が
り
が
見
て
と
れ
る
ー
ー
が
も
と
に
な
っ
て
「
し
の
斗
め
の
」
の
歌
が
出
来
た
と
考
え
ら

- 51-

れ
る
。
し
か
し
、
右
の
二
首
の
み
か
ら
で
は
「
み
ち
ゆ
き
」
ゃ
っ
し
の
斗
め
の
」
の
歌
に
見
ら
れ
る
「
人
当
」
と
の
夜
汽
車
に
よ
る
旅
ー
ー
ー

お
そ
ら
く
は
恋
の
逃
避
行
l
！
と
い
う
中
心
的
モ
チ
ー
フ
が
十
分
に
説
明
で
き
な
い
。
「
み
ち
ゆ
き
」
生
成
の
過
程
に
朔
太
郎
の
短
歌
的
土

壊
が
深
く
関
与
し
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
我
々
は
具
体
的
な
作
品
に
即
し
て
朔
太
郎
の
短
歌
的
イ
マ

l
ジ
ュ
の
世
界
に
分
け
入
り
、
ど
の

よ
う
な
か
た
ち
で
右
の
二
首
の
周
辺
に
「
人
妻
」
を
は
じ
め
と
す
る
「
み
ち
ゆ
き
」
的
イ
マ
！
ジ
ュ
群
が
構
成
さ
れ
て
い
る
の
か
を
し
ば
し

考
察
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

さ
て
『
空
い
ろ
の
花
』
「
う
す
ら
日
」
の
章
冒
頭
に
は
「
ひ
と
寸
つ
ま
し
と
い
う
総
題
の
も
と
に
十
首
の
短
歌
が
集
め
ら
れ
て
い
る
口
そ
の

中
に
次
の
よ
う
な
一
首
が
あ
る
。

か
く
ば
か
り
ひ
と
づ
ま
思
ひ
遠
方
の
き
ゃ
べ
っ
畑
の
呑
に
し
み
て
な
く



右
の
短
歌
の
成
立
時
期
は
定
か
で
は
な
い
が
、
他
の
九
首
中
の
三
首
ま
で
が
大
正
二
年
四
月
の
『
朱
築
』
に
初
出
と
し
て
み
え
て
お
り
、

同
年
十
月
二
日
の
『
上
毛
新
聞
』
に
掲
載
さ
れ
た
五
首
に
は
「
一
九
一
一
二
、
四
」
の
付
記
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
み
ち
ゆ
き
し
と
相
前
後
す

る
時
期
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
短
歌
自
体
、
北
原
白
秋
の
影
響
と
い
う
点
で
興
味
深
い
が
い
ま
は
さ
て
お
く
。
わ
れ
わ
れ
は
、

こ
の
短
歌
中
の
「
ひ
と
づ
ま
」
お
よ
び
「
遠
方
」
な
る
語
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
こ
に
み
ら
れ
る
の
は
、
思
慕
の
対
象
と
し
て
の
人
妻

と
遠
方
を
望
む
と
い
う
構
図
と
の
、
短
歌
的
イ
マ

l
ジ
ュ
の
世
界
に
お
け
る
連
繋
で
あ
る
。
こ
の
レ
ベ
ル
で
考
え
れ
ば
、
右
の
短
歌
が
、
す

で
に
引
い
た
「
み
ち
ゆ
き
」
生
成
に
か
か
わ
る
短
歌
群
に
近
接
し
て
い
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
よ
う
。

ま
た
『
空
い
ろ
の
花
』
「
何
慮
へ
行
く
」
の
章
の
冒
頭
に
無
題
で
五
十
六
首
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
、

鶏
鳴
す
か
く
言
ひ
君
を
か
き
抱
く
き
ぬ
ぎ
ぬ
こ
そ
は
ま
た
な
か
り
け
れ
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が
あ
る
。
こ
れ
も
成
立
時
期
は
定
か
で
は
な
い
が
、
五
十
六
首
中
の
八
首
が
明
治
四
十
二
年
八
月
一
日
お
よ
び
十
月
二
日
付
の
萩
原
栄
次
宛

書
簡
中
に
見
え
、
す
ぐ
次
の
歌
が
明
治
四
十
三
年
六
月
『
創
作
』
に
発
表
さ
れ
て
お
り
、

お
お
よ
そ
の
時
期
は
推
定
で
き
よ
う
の
こ
の
短
歌

で
注
目
す
べ
き
は
「
鶏
鳴
」
な
る
語
で
あ
る
。
そ
し
て
「
鶏
鳴
」
が
恋
と
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
語
’
H
体
が
恋

と
結
び
つ
く
の
は
和
歌
的
伝
統
か
ら
す
れ
ば
常
識
で
は
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
川
太
郎
自
身
の
短
歌
的
イ
マ

l
ジ
ュ
の
世
界
に
お
い
て
確
実
に

わ
れ
わ
れ
は
「
さ
霧
た
つ
」
の
歌
に
用
い
ら
れ
て

「
鶏
鳴
」
と
恋
と
が
結
び
つ
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、

い
た
「
鶏
鳴
」
と
い
う
語
の
背
後
に
恋
ー
ー
ー
薄
明
の
時
の
恋
ー
ー
の
イ
マ

l
ジ
ュ
の
存
す
る
こ
と
を
了
解
す
る
の
で
あ
る
。



そ
の
他
、
先
に
引
い
た
「
か
く
ば
か
り
」
の
歌
と
同
様
『
空
い
ろ
の
花
』
「
う
す
ら
日
」
の
章
の
冒
頭
「
ひ
と
づ
ま
」
に
収
め
ら
れ
た
十

首
中
に
は
、

な
に
ご
と
も
花
あ
か
し
ゃ
の
木
影
に
で
き
み
待
つ
春
の
夜
に
し
く
は
な
し

あ
い
り
す
の
に
ほ
ひ
ぶ
く
ろ
の
身
に
し
み
て
忘
れ
か
ね
た
る
夜
の
あ
ひ
ど
き

の
ご
と
く
、
春
の
夜
の
逢
引
を
歌
う
短
歌
が
み
ら
れ
る
。
し
か
も
、
総
題
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
は
春
の
夜
の
人
妻
と
の
逢
引
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
こ
れ
は
、
自
然
な
連
想
と
し
て
逢
引
の
果
て
の
「
き
ぬ
ぎ
ぬ
」
そ
し
て
薄
明
の
空
に
響
き
わ
た
る
つ
れ
な
い
「
鶏
鳴
」
と
結
び
つ
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く
。
と
す
れ
ば
、
「
鶏
鳴
す
」
の
歌
に
お
け
る
「
君
」
に
人
妻
の
イ
マ
l
ジ
ュ
を
重
ね
る
こ
と
も
そ
れ
ほ
ど
無
理
な
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
。

se

’
 

ま
た
、
単
に
用
語
の
レ
ベ
ル
の
み
で
考
え
て
み
て
も
「
さ
霧
た
つ
」
の
歌
中
に
あ
る
「
妻
龍
山
」
（
自
筆
本
文
で
は
「
妻
込
山
し
）
の
「
妻

（
叩
山
）

能
」
に
は
「
つ
ま
と
と
も
に
そ
の
中
に
こ
も
り
住
む
こ
と
」
「
相
愛
の
男
女
が
と
も
に
過
ご
す
こ
と
」
の
怠
が
あ
り
、
妻
・
恋
な
ど
と
の
連

想
上
の
結
び
つ
き
が
み
ら
れ
る
。

を

ち

か

た

ぎ

り

以
上
の
よ
う
な
考
察
を
ふ
ま
え
る
と
、
朔
太
郎
の
短
歌
的
イ
マ

l
ジ
ュ
の
世
界
に
お
い
て
は
、
先
の
「
遠
方
へ
」
「
さ
霧
た
つ
」
の
二
首

と
「
人
妻
」
の
イ
マ
l
ジ
ュ
と
が
重
層
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
よ
う
。
ゆ
え
に
、
久
保
氏
の
指
摘
を
ふ
ま
え
て
一
歩
進
め

を

ち

か

た

ぎ

り

れ
ば
、
詩
作
品
「
み
ち
ゆ
き
」
に
先
行
す
る
「
遠
方
へ
」
と
「
さ
霧
た
つ
」
の
二
首
お
よ
び
そ
れ
に
か
か
わ
る
い
く
つ
か
の
短
歌
の
要
素
が

統
合
さ
れ
る
と
、
用
語
・
イ
マ

i
ジ
ュ
・
構
図
の
う
え
で
も
、

ま
た
主
題
の
う
え
で
も
「
み
ち
ゆ
き
」
の
原
型
的
な
も
の
が
出
来
あ
が
る
、

と
い
う
こ
と
が
言
え
よ
う
。
「
し
の
t
A

め
の
」
の
歌
に
つ
い
て
言
え
ば
、
そ
の
原
型
的
な
も
の
が
さ
ら
に
凝
縮
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
出
来



あ
が
っ
た
と
言
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
今
ま
で
と
り
あ
げ
た
短
歌
の
他
に
も
『
空
い
ろ
の
花
』
所
収
短
歌
の
検
討
を
お
こ
な
う
と
「
み
ち
ゆ
き
」
と
無
関
係
と
は
考

え
ら
れ
ぬ
も
の
が
い
く
つ
か
見
出
せ
る
。
ま
ず
、
そ
れ
を
一
首
引
く
。

（支）
け

し

い
か
ば
か
り
芥
子
の
花
び
ら
指
さ
き
に
し
み
て
光
る
が
さ
び
し
か
る
ら
む

こ
れ
は
、
前
出
の
「
ひ
と
づ
ま
」
中
の
も
の
で
、
後
に
『
上
毛
新
聞
』
（
大
正
二
年
一

O
月
二
日
）

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
短
歌
が
、

北
原
白
秋
『
桐
の
花
』
（
大
正
二
年
一
月
刊
）
中
の

い
か
ば
か
り
麻
の
畑
の
青
き
葉
の
身
に
は
し
む
ら
む
人
妻
の
泣
く
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の
影
響
下
に
成
っ
た
こ
と
は
容
易
に
了
解
で
き
る
が
、

い
ま
は
さ
て
お
く
日
間
題
な
の
は
「
い
か
ば
か
り
：
：
：
ら
む
」
の
語
法
が
白
秋
短
歌

の
模
倣
か
ら
獲
得
さ
れ
た
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い

D

重
要
な
の
は
、

ひ
と
た
び
自
己
の
短
歌
的
語
法
と
し
て
と
り
こ
ん
だ
そ
れ
が
「
み
ち

ゆ
き
」
十
行
日
の
い
「
か
ば
か
り
人
妻
は
身
に
ひ
き
つ
め
て
嘆
く
ら
む
」
と
い
う
文
脈
の
中
に
巧
み
に
溶
か
し
込
ま
れ
た
と
い
う
事
実
に
あ

る
。
な
お
、
白
秋
の
短
歌
の
中
に
「
人
妻
」
の
語
が
見
出
さ
れ
る
が
、
こ
れ
が
尻
接
「
み
ち
ゆ
き
」
に
流
れ
込
ん
だ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
口

筆
者
は
、
そ
の
聞
に
朔
太
郎
自
身
の
自
作
短
歌
が
介
在
し
て
い
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
口

右
の
「
い
か
ば
か
り
」
の
歌
の
よ
う
に
部
分
的
に
で
は
あ
る
が
「
み
ち
ゆ
き
」
と
川
話
・
語
法
・
イ
マ

i
ジ
ュ
・
感
覚
に
お
い
て
共
通
す



る
朔
太
郎
の
短
歌
が
他
に
も
い
く
つ
か
見
出
せ
る
。
た
と
え
ば
、

（

ゑ

）

（

）

小

川

戸

た
そ
が
れ
て
ゆ
く
へ
も
し
ら
に
汽
車
み
ち
の
堤
の
う
へ
を
た
ど
る
な
り

の
ご
と
く
で
あ
る
口
こ
れ
は
『
習
作
集
第
八
巻
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
「
た
そ
が
れ
」
と
「
汽
車
」
と
の
イ
マ

l
ジ
ュ
の
う
え

で
の
結
び
つ
き
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
そ
れ
が
「
ゆ
く
へ
も
し
ら
に
」
と
い
う
語
法
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
こ
れ
は
「
み
ち
ゆ
き
」

一
行
口

の
「
あ
り
あ
け
の
う
す
ら
あ
か
り
」
や
九
行
日
の
「
夜
汽
車
」
の
イ
マ

l
ジ
っ
そ
し
て
十
六
行

H
の
「
と
こ
ろ
も
し
ら
ぬ
」
と
い
う
話
法

と
重
な
る
も
の
で
あ
る
。

（
日
）

ま
た
、
こ
れ
は
久
保
氏
も
指
摘
し
て
い
る
が
、

-S8一、

（
位
）

夜
を
こ
め
て
ま
ど
ろ
み
も
せ
ぬ
あ
か
つ
き
の
白
熱
僚
の
消
ゆ
る
陀
し
さ

の
ご
と
き
短
歌
も
あ
る
c

こ
れ
は
『
空
い
ろ
の
花
』
「
何
慮
へ
行
く
」
の
章
の
「
秋
よ
り
糸
、
へ
」
巾
の
一
首
で
あ
る
ο

こ
こ
に
は
「
あ
か
つ

き
」
と
「
白
熱
的
L

と
の
イ
マ

l
ジ
ュ
の
う
え
で
の
結
び
つ
き
が
見
ら
れ
る
の
ま
た
、
そ
れ
が
「
佑
し
さ
」
の
感
覚
と
結
び
つ
い
て
い
る
口

こ
れ
は
「
み
ち
ゆ
き
」
十
五
行
目
の
「
し
の
斗
め
」
や
六
行
日
の
「
つ
か
れ
た
る
電
灼
し
の
イ
マ

l
ジ
ュ
、
そ
し
て
九
行
日
の
「
佑
し
き
i

と
い
う
感
覚
と
重
な
る
も
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、

」
れ
に
つ
い
て
は
久
保
氏
は
否
定
的
に
扱
っ
て
い
る
が
、



寝
室
の
窓
の
ガ
ラ
ス
に
息
か
け
て
君
が
名
を
書
く
雪
ど
け
の
朝

の
ご
と
き
短
歌
も
あ
る
。
こ
れ
は
前
引
「
何
慮
へ
行
く
」
の
章
の
「
春
の
た
は
む
れ
し
中
の
一
首
で
あ
る
の
こ
こ
に
は
、
水
蒸
気
に
去
る

「
窓
ガ
ラ
ス
」
の
イ
マ
！
ジ
ュ
と
と
も
に
「
君
が
名
を
書
く
」
指
の
イ
マ

i
ジ
ュ
が
陥
一
ぶ
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
み
ち
ゆ
き
」
二
行
日
の

「
硝
子
戸
に
指
の
あ
と
つ
め
た
く
」
と
照
応
す
る
。

以
上
と
り
あ
げ
た
短
歌
は
、
確
か
に
そ
れ
ぞ
れ
の
置
か
れ
た
文
脈
は
異
な
る
が
基
本
的
な
用
語
・
語
法
・
イ
マ

l
ジ
ュ
・
感
覚
の
レ
ベ
ル

を

ち

か

た

、

き

り

に
お
い
て
「
み
ち
ゆ
き
」
と
関
連
す
る
部
分
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
先
に
筆
者
は
「
遠
方
へ
し
と
っ
さ
市
務
た
つ
」
の
二
首
お
よ
び
そ
れ
に
か

か
わ
る
い
く
つ
か
の
短
歌
が
「
み
ち
ゆ
き
」
の
原
型
を
な
す
べ
く
市
一
層
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
右
の
考
察
か
ら
、

さ

ら
に
そ
の
原
型
の
周
囲
に
「
み
ち
ゆ
き
」
的
イ
マ

l
ジ
ュ
の
世
界
を
招
来
す
べ
き
短
歌
群
の
存
在
が
確
認
で
き
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
口
も
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ち
ろ
ん
「
み
ち
ゆ
き
」
が
単
純
な
短
歌
の
寄
せ
集
め
に
よ
っ
て
出
来
あ
が
っ
た
と
は
一
一
一
一
口
え
な
い
口
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
と
り
あ
げ
て
き
た
短

歌
群
が
、
そ
し
て
そ
の
短
歌
的
イ
マ

l
ジ
ュ
の
世
界
が
詩
人
の
想
像
力
発
動
の
匠
要
な
契
機
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
で
あ
ろ
う
口

と
こ
ろ
で
、
短
歌
か
ら
そ
の
多
く
を
負
い
な
が
ら
も
ひ
と
た
び
詩
的
結
品
を
み
た
「
み
ち
ゆ
き
」
中
の
詩
句
や
イ
マ

l
ジ
ュ
は
、

し
力、

し

な
が
ら
そ
こ
に
封
じ
込
め
ら
れ
て
終
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
様
々
な
変
谷
を
う
け
つ
つ
も
、
後
の
い
く
つ
か
の
作
品
中
に
受
け
継

が
れ
て
い
っ
た
口

以
下
で
は
、

ま
ず
は
じ
め
に

『
習
作
集
第
八
巻
』
中
に
あ
る

具
体
的
な
作
品
に
即
し
て
こ
の
問
題
を
考
察
す
る
わ

ノ
ス
ヤ
ル
ヂ
ヤ
セ
レ
ナ
ア
ド

「
慕
郷
黄
昏
曲
」
を
と
り
あ
げ
る
の

こ
れ
は
、

初
出
誌
が
不
明
な
う
え
日
付
も
記
さ
れ
て

い
な
い
た
め
、
成
立
時
期
が
正
確
に
は
推
定
で
き
な
い
が
、
前
後
の
作
品
に
芯
さ
れ
た
日
付
な
ど
か
ら
推
定
す
る
と
、
大
正
一
一
年
五
月
か
ら

八
月
の
聞
の
作
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
作
品
の
前
半
を
引
く
。



慕f

郷j
黄：エ
昏5
曲i

し
め
や
か
な
る
の
す
た
る
、
ち
ゃ
の
も
よ
ほ
し
に

や
さ
し
く
も
さ
し
ぐ
み
き
た
る
涙

も
と
よ
り
海
近
き
え
に
し
だ
の
木
影
な
ら
ず
ば

な
に
し
か
は
こ
の
薄
ら
明
り
を
ば
思
ひ
な
や
ま
む
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と
こ
ろ
定
め
ぬ
ぢ
ぶ
し
い
の
群
に
は
あ
ら
で

影
の
過
ぎ
ゆ
く
も
の
は
う
ら
哀
し
く

お
と
な
ひ
来
る
も
の
は
な
に
く
れ
と
寂
し
か
り
、

た
ち
よ
り
て
我
が
白
き
指
に
す
か
し
み
る

す
か
し
見
る
草
の
葉
の
う
ら
お
も
て
に

せ
ん
す
べ
な
く
も
落
日
は
そ
が
ひ
泣
き

（
た
は
か
れ
）

た
そ
か
れ

何
時
ま
で
か
黄
昏
は
ひ
と
つ
と
こ
ろ
を
歩
み
居
る
ら
む
、

後

間各



は
じ
め
に
、

（は）

タ
イ
ト
ル
中
の
「
黄
昏
」
の
語
に
注
目
し
た
い
。
こ
の
語
に
は
、
十
一
行
目
で
「
た
そ
か
れ
」
の
ル
ピ
が
付
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
こ
れ
は
イ
マ

l
ジ
ュ
の
う
え
で
四
行
目
の
「
薄
ら
明
り
」
に
通
ず
る
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
夕
方
の
薄
明
の
状
態
を
表

わ
す
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
み
ち
ゆ
き
」

一
行
目
の
「
あ
り
あ
け
の
う
す
ら
あ
か
り
」
と
同
一
で
あ
る
と
は
断
じ
難
い
が
、
「
う
す
ら

あ
か
り
」
「
た
そ
か
れ
」
は
と
も
に
薄
明
の
状
態
を
意
味
し
て
お
り
、
近
似
し
た
イ
マ

l
ジ
ュ
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
も
、
他
の
詩
行

一
行
日
の
「
し
め
や
か
な
る
の
す
た
る
ぢ
や
」
が
「
み
ち
ゆ
き
」
四
行
目
の
「
み
づ
が
ね
の
ご
と
く
に
し
め
や
か
な
れ

に
も
目
を
移
す
と
、

ど
も
」
の
感
覚
と
類
似
し
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
。
ま
た
、
五
行
目
の
「
ぢ
ぶ
し
い
」
の
イ
マ

i
ジ
ュ
は
「
み
ち
ゆ
き
」
五
行
目
の
「
旅

人
」
の
放
浪
感
覚
と
相
通
じ
て
い
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、

八
・
九
行
目
の
「
白
き
指
に
す
か
し
み
る
／
す
か
し
見
る
草
の
葉
」

の
部
分
が
「
み
ち
ゆ
き
」
の
二
・
三
行
目
の
「
硝
子
戸
に
指
の
あ
と
つ
め
た
く
／
ほ
の
白
み
ゆ
く
山
の
端
」
の
部
分
と
、
「
指
」
や
「
白
」

の
イ
マ

l
ジ
ュ
、
そ
し
て
透
か
し
見
る
構
図
に
お
い
て
照
応
し
て
い
る
こ
と
が
見
て
と
れ
る
。

次
に
『
習
作
集
第
八
巻
』
中
に
あ
る
「
萎
」
を
と
り
あ
げ
る
。
こ
れ
は
後
に
『
上
毛
新
聞
』
（
大
正
二
年
一
一
月
一
七
日
）

に
も
掲
載
さ
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れ
て
い
る
が
、
習
作
集
の
作
品
末
尾
に
「
一
九
二
二
、

八
」
と
あ
る
の
で
、

ほ
ぼ
成
立
時
期
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
作
品
の
後
半
を
引
く
。

雪F（前

略

九
月
は
じ
め
の
旅
立
ち
に



（積）汽
車
の
窓
よ
り
眺
む
れ
ば

安
の
青
き
に
驚
き
て

つ
か
れ
し
心
が
泣
き
出
せ
り

ま
ず
、
二
行
目
の
「
汽
車
の
窓
よ
り
挑
む
れ
ば
」
の
部
分
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
は
「
み
ち
ゆ
き
」
十
五
行
目
の
「
汽
車
の
窓
よ
り
外
を

眺
む
れ
ば
」
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
白
秋
短
歌
お
よ
び
そ
の
影
響
下
に
成
っ
た
朔
太
郎
の
短
歌
と
の
関
連
を
見
る
こ
と
も
出
来
な

く
は
な
い
が
、
む
し
ろ
「
み
ち
ゆ
き
」
か
ら
の
展
開
と
見
る
方
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
こ
の
ほ
か
、
車
窓
か
ら
外
界
の
対
象
物
（
植
物
）

を
見

出
す
と
い
う
構
図
に
お
い
て
も
「
み
ち
ゆ
き
」
と
の
共
通
性
が
指
摘
で
き
る
口
ま
た
、
車
中
の
人
の
「
つ
か
れ
し
心
」
は
、
や
は
り
「
み
ち

最
後
に
『
習
作
集
第
八
巻
』
中
に
あ
る
「
も
の
ご
こ
ろ
」
を
と
り
あ
げ
る
。
こ
れ
は
後
に
『
創
作
』
（
大
正
二
年
十
月
刊
）

に
も
掲
載
さ
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ゆ
き
」
六
行
自
の
「
つ
か
れ
た
る
電
熔
の
た
め
い
き
」
に
み
ら
れ
る
疲
労
感
と
通
ず
る
も
の
で
あ
る
口

れ
て
い
る
が
、
習
作
集
中
で
の
前
後
の
作
品
に
記
さ
れ
た
日
付
な
ど
か
ら
推
定
す
る
と
、
大
正
二
年
八
月
の
作
で
あ
ろ
う
と
推
定
で
き
る
。

こ
の
作
品
の
回
目
頭
三
行
を
引
く
口

も

の
)'" ... .._ 

1. 

ろ

ハ
へ
）

も
の
ご
斗
ろ
お
ぼ
え
そ
め
た
る
、
我
が
性
の
う
す
ら
あ
か
り
は



春
の
夜
の
一
勺
の
ご
と
く
に
し
め
や
か
に
し
て

ふ
き
あ
げ
の
ほ
と
り
に
咲
け
る
な
で
し
こ
の
花
に
も
似
た
り

後

略

引
川
一
行

H
の
「
我
が
性
の
う
す
ら
あ
か
り
は
」
の
部
分
は
、
「
み
ち
ゆ
き
」

一
行
日
の
「
あ
り
あ
け
の
う
す
ら
あ
か
り
は
」
を
ふ
ま
え

た
語
法
で
あ
る
。
た
だ
し
「
う
す
ら
あ
か
り
」
の
意
味
は
「
み
ち
ゆ
き
」
の
場
合
と
違
っ
て
比
除
的
な
要
素
を
も
っ
て
い
よ
う
。
つ
ま
り
、

人
生
に
お
け
る
薄
明
の
時
、

の
意
味
が
あ
る
。
ま
た
、
二
行
日
の
「
春
の
夜
の
雪
の
ご
と
く
に
し
め
や
か
に
し
て
」
の
部
分
は
、
「
み
ち
ゅ

き
」
四
行
日
「
み
づ
が
ね
の
ご
と
く
に
し
め
や
か
な
れ
ど
も
」
と
類
似
し
て
い
る
。
「
：
：
：
の
ご
と
く
に
し
め
や
か
」
で
あ
る
と
い
う
語
法

以
上
の
三
作
品
の
検
討
か
ら
も
明
ら
か
な
ご
と
く
、

ひ
と
た
び
「
み
ち
ゆ
き
」
に
お
い
て
詩
的
結
品
を
遂
げ
た
語
句
・
語
法
・
イ
マ
l
ジ
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は
つ
み
ち
ゆ
き
」
生
成
の
過
程
で
朔
太
郎
の
獲
得
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
た
い

D

ュ
・
感
覚
・
構
図
等
は
、

ふ
た
た
び
「
み
ち
ゆ
き
」
の
文
脈
を
離
れ
て
あ
ら
た
に
他
の
作
品
中
の
文
脈
へ
と
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
こ
れ
を

単
に
詩
人
の
語
句
や
イ
マ
l
ジ
ュ
に
対
す
る
噌
好
の
持
続
で
説
明
す
る
こ
と
は
た
や
す
い
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
十
分
と
は
言
え
ま

い
。
右
の
三
作
品
を
見
て
も
明
ら
か
な
ご
と
く
、
「
み
ち
ゆ
き
」
の
詩
的
遺
産
を
相
続
し
た
作
品
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
。
し
か
し
、
結
局
の

と
こ
ろ
「
み
ち
ゆ
き
」
を
越
え
る
作
品
は
出
来
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
朔
太
郎
は
「
み
ち
ゆ
き
」
を
解
体
し
、
そ
の
様
々
な

要
素
を
他
の
作
品
の
文
脈
へ
と
投
入
し
て
い
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
に
、
高
度
な
結
品
を
遂
げ
た
「
み
ち
ゆ
き
」
の
解
体
も
あ
え
て
辞
せ

ず
、
そ
の
詩
的
遺
産
を
契
機
と
し
て
新
た
な
詩
的
模
索
を
試
み
た
詩
人
の
姿
を
見
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
口



Il 

『
純
情
小
曲
集
』
「
愛
憐
詩
篇
」
の
第
七
番
目
に
位
置
す
る
「
静
物
」
は
「
み
ち
ゆ
き
」
以
後
の
朔
太
郎
の
詩
的
模
手
を
考
え
る
う
え
で

き
わ
め
て
興
味
深
い
生
成
過
程
を
も
っ
作
品
で
あ
る
。
「
静
物
」
は
初
め
「
室
内
」
の
題
で
大
正
三
年
七
月
『
創
作
』
に
発
表
さ
れ
て
い
る
。

「
静
物
」
と
「
室
内
」
と
の
聞
に
は
、
「
室
内
」
に
お
け
る
仮
名
遣
い
の
誤
り
が
「
静
物
」
に
お
い
て
改
め
ら
れ
て
い
る
点
を
除
け
ば
本
文

上
の
異
同
は
な
い
。
以
下
の
考
察
に
お
い
て
は
、
前
節
同
様
の
立
場
か
ら
、
題
も
含
め
て
『
創
作
』
所
載
の
「
室
内
」
を
本
文
と
し
て
採
用

（

6
）
 

す
る
。
た
だ
し
、
初
出
に
お
け
る
明
ら
か
な
仮
名
遣
い
の
誤
り
は
筆
者
の
判
断
で
改
め
た
た
め
、
実
質
的
に
は
『
純
情
小
曲
集
』
所
載
「
静

物
」
の
本
文
と
同
一
で
あ
る
。
ま
ず
、
こ
の
「
室
内
」
を
引
く
。

室

内

- 64ー

静
物
の
こ
こ
ろ
は
怒
り

こそ
の の
~｛｛：L う
物はちは
の ベ
白 は
き 京
睦めし
にむ
う
イコ
る

窓
ぎ
は
の
み
ど
り
は
つ
め
た
し
口



わ
ず
か
四
行
の
小
品
で
あ
る
が
、

一
読
し
て
『
純
情
小
曲
集
』
所
収
の
他
の
作
品
群
と
は
異
質
の
言
語
空
間
を
も
っ
作
品
で
あ
る
こ
と
が

了
解
さ
れ
よ
う
。

（臼〉

川
い
て
い
る
！
i
ー
が
「
室
内
」
に
お
い
て
は
極
度
な
ま
で
に
抑
制
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
室
内
」
の
作
品
世
界
に
は
、

一
言
で
い
え
ば
『
純
情
小
曲
集
』
所
収
の
他
の
作
品
に
顕
著
な
詠
嘆
性
｜
｜
朔
太
郎
自
身
「
詠
嘆
的
文
語
調
」
な
る
語
を

一
種
の

澄
明
な
静
誼
感
が
た
た
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
「
室
内
」
の
成
立
を
考
察
す
る
と
き
重
要
な
意
味
を
も
つ
い
く
つ
か
の
未
発
表
詩
篇
の
存
在
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
と
く
に

注
目
す
べ
き
は
『
習
作
集
第
九
巻
』
所
収
の
「
器
物
」
と
遺
稿
「
器
物
」
で
あ
る

（
以
下
、
単
に
「
器
物
」
と
い
う
場
合
は
前
者
を
指
す
こ

と
と
す
る
）
。
し
か
し
、
「
室
内
」
の
生
成
過
程
を
た
ど
り
当
時
の
朔
太
郎
の
詩
的
模
索
の
あ
と
を
考
察
す
る
と
い
う
立
場
か
ら
す
る
と
、

さ

ら
に
「
器
物
」
以
前
の
習
作
や
断
片
に
も
光
を
照
射
す
る
必
要
が
で
て
く
る
。
以
下
に
お
い
て
筆
者
は
、
「
器
物
」
に
加
え
て
渋
谷
国
忠
氏

（

mv 

が
指
摘
し
た
『
習
作
集
第
九
巻
』
所
収
の
「
秋
」
も
考
察
の
対
象
と
し
、
「
秋
」
か
ら
「
出
物
」

-A,. 

「
掠
物
」
か
ら
「
室
内
」
へ
と
い
う
つ
静
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物
」
生
成
の
過
程
を
た
ど
っ
て
み
た
い
。

ま
ず
は
じ
め
に
、
「
秋
L

と
「
器
物
」
と
の
比
較
検
討
を
試
み
る
。
最
初
に
「
秋
」
と
「
掠
物
」
を
引
く
。
か
な
り
長
い
が
全
文
の
引
用

で
あ
る
。

秋

わ
が
怒
は
う
ち
に
燃
え



嘆
き
は
そ
と
に
あ
ふ
れ
た
り

」
の
身
を
野
末
に
投
げ
か
け
て

も
え
い
づ
る
草
を
ぬ
き
す
つ
る

け
ふ
の
陥
れ
た
る
日
の
下
に

し
な
へ
る
指
を
ふ
る
は
せ
て

た
か
ぶ
る
心
の
い
ぢ
ら
し
さ
よ

か
く
て
も
望
み
は
と
げ
ざ
る
か

n
b
 

po 

ボ
む
る
も
の
は
逃
れ
さ
り

日
々
に
空
し
く
消
え
ゆ
く

消
え
去
り
行
く
生
命

い
つ
ま
で
か
こ
の
ま
斗
に
で
あ
る
ぺ
し
ゃ

若
き
に
心
も
え
た
ち

一
阪
を
も
っ
て
配
り
し
か
ど

我
が
性
の
弱
き
に
よ
り

す
べ
て
よ
き
も
の
を
う
し
な
へ
り



あ
斗
い
ま
も
あ
し
た
も

（座）

た
ま
し
ひ
は
嘆
き
つ
斗
日
影
に
坐
る
な
り

器

物

轡
人
よ

あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
器
物
の
吐
息
を
き
L

た
ま
へ

（は）

た
と
へ
ば
そ
の
リ
キ
ュ
ー
ル
グ
ラ
ス
の
い
と
ぞ
こ
に
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綾
の
ご
と
く
ひ
び
の
あ
り

そ
こ
よ
り
何
ご
と
か
訴
へ
ん
と
は
す
る
と
も

態
人
よ

「度｝

君
の
心
に
つ
与
ま
し
き
｛
｝
秋
山
な
く
ば
い
か
に
せ
む

｛動」

あ
ら
ま
し

み
よ
器
は
概
観
つ
め
た
け
れ
ど
も

う

ち

そ
の
内
容
は
つ
ね
に
烈
し
き
怒
り
に
も
ゆ

（
ナ
シ
）

か
れ
は
す
べ
て
寂
し
き
に
慣
れ

か
た
み

い
と
は
る
か
な
る
慮
よ
り
交
互
に
友
を
呼
ば
へ
り
。



い
ま
我
が
手
に
捧
げ
ら
れ

ま
た
君
が
お
指
に
ふ
る
る
と
き

」
の
う
つ
は
は
か
く
も
よ
ろ
こ
び
踊
り

し
ん
に
言
葉
な
き
嘆
を
援
す

そ
の
白
き
嘆
の
い
ぢ
ら
し
さ
に

空
し
き
と
こ
ろ
の
ば
ん
ぶ
つ

さ
び
し
く
涙
を
そ
L
ぎ
て
こ
の
も
の
を
光
ら
し
む
る
な
り
、

「
し
か
れ
ど
も
）

｛

｝

態

び

と

よ

（
さ
あ
れ
」

と
も
し
び

こ
の
あ
へ
か
な
る
燈
灯
の
も
と
に
し
て

め

我
が
友
が
ら
を
愛
づ
る
こ
と
を
し
語
り
い
で
な
ば

-68-

」
斗
の
盃
は
歓
喜
に
破
ら
れ

か
し
こ
に
蜜
は
狂
ほ
し
く
廻
り
い
で

も
の
み
な
む
ざ
ん
な
る
さ
け
び
を
あ
ぐ
る
に
よ
り

我
は
い
た
く
恐
る

も
し
や
素
直
な
る
家
鳩
の
君
が
手
を
逃
れ
出
で
ず
や
は
と
D



右
に
引
い
た
「
秋
」
と
「
器
物
」
と
は
、

一
見
、
語
句
や
語
法
に
若
干
の
類
似
は
あ
る
も
の
の
詩
想
や
主
題
に
お
い
て
は
全
く
異
な
る
作

日
間
の
よ
う
に
見
え
る
口
し
か
し
「
室
内
」
と
い
う
作
品
を
ひ
と
つ
の
到
達
点
と
し
て
置
い
た
と
き
、
「
秋
」
と
「
器
物
」
の
中
に
き
わ
め
て

興
味
深
い
詩
行
の
存
す
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
。
「
秋
」
の
一
・
二
行
目
、
「
器
物
」
の
八
・
九
行
目
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
に
「
室
内
」
の

前
半
二
行
を
加
え
て
並
べ
る
と
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

「秋」

わ
が
怒
は
う
ち
に
燃
え

嘆
き
は
そ
と
に
あ
ふ
れ
た
り

「
器
物
」

あ
ら
ま
し

み
よ
器
は
概
観
つ
め
た
け
れ
ど
も

う

ち

そ
の
内
容
は
つ
ね
に
烈
し
き
怒
り
に
も
ゆ

- 69ー

「
室
内
」

静
物
の
こ
こ
ろ
は
怒
り

そ
の
う
は
べ
は
哀
し
む



」
こ
に
わ
れ
わ
れ
が
見
出
す
の
は
、

一
一
一
二
口
で
言
え
ば
、
内
部
と
外
部
（
外
界
で
は
な
く
、
そ
の
も
の
を
外
界
か
ら
み
た
と
き
の
表
層
）

と

そ
し
て
外
部
に
お
け
る
そ
れ
と
う
ら
は
ら
な
表
出
、

の
背
反
の
図
式
で
あ
る
。
「
器
物
」
に
お
い
て
は
そ
の
行
が
相
前
後
し
て
い
る
が
、
一
二
者
に
は
共
通
し
て
、
内
部
に
お
け
る
怒
り
の
存
在
、

と
い
う
基
本
的
な
在
り
様
が
見
て
と
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
「
秋
」
と
「
器
物
」
と
を
比
較
し
た
と
き
、
両
者
に
共
通
し
て

l

指
」
の
イ
マ

l
ジ
ュ
が
存
し
、
そ
れ
が
認
識
主
体
の
鋭
敏
な
感

性
を
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
に
表
象
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
「
秋
」
の
三

1
七
行
日
に
は
、
「
こ
の
身
を
野
末
に
投
げ
か
け
て
／
も
え
い
づ

る
平
を
ぬ
き
す
つ
る
／
け
ふ
の
陪
れ
た
る
目
の
下
に
／
し
な
へ
る
指
を
ふ
る
は
せ
て
／
た
か
ぶ
る
心
の
い
ぢ
ら
し
さ
よ
」
と
あ
り
、

ま
た

ー
出
物
」
の
十
一
一

1
十
六
行
日
に
は
、
「
い
ま
我
が
手
に
捧
げ
ら
れ
／
ま
た
君
が
お
指
に
ふ
る
る
と
き
／
こ
の
う
つ
は
は
か
く
も
よ
ろ
こ
び

踊
り
／
し
ん
に
言
葉
な
き
嘆
を
援
す
／
そ
の
白
き
嘆
の
い
ち
ら
し
さ
に
」
と
あ
る
。
と
は
い
え
「
指
」
の
イ
マ

I
ジ
ュ
に
着
目
し
た
と
き
、

点
出
、

と
い
う
基
本
的
な
存
在
様
式
と
「
指
」
の
イ
マ
l
ジ
ュ
と
の
関
係
性
を
見
て
み
よ
う
。
す
る
と
「
秋
」
に
お
い
て
は
、
内
部
に
悠
り
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そ
こ
に
は
注
目
す
べ
き
転
換
が
見
出
さ
れ
る
。
先
に
述
べ
た
、
内
部
に
お
け
る
怒
り
の
存
在
、
そ
し
て
外
部
に
お
け
る
そ
れ
と
う
ら
は
ら
な

を
抱
い
て
い
る
存
在
と
「
指
」
の
イ
マ

l
ジ
ユ
が
表
象
す
る
と
こ
ろ
の
認
識
主
体
と
は
一
体
化
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、

一
ー
器
物
し
に
お
い

て
は
、
そ
の
両
者
が
分
離
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
器
物
」
に
お
い
て
つ
指
」
は
、
内
部
に
怒
り
を
抱
い
て
い
る
存
在
に
ふ
れ
る
1
1
1
厳

密

に
は
悠
り
を
抱
い
て
い
る
存
在
に
よ
っ
て
ふ
れ
ら
れ
る

l
l
「
指
し
な
の
で
あ
る
。
鋭
敏
な
感
性
を
も
っ
認
識
主
体
を
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
に
表

象
す
る
イ
マ

l
ジ
ュ
と
し
て
の
「
指
」
を
支
点
と
す
る
と
、
怒
り
を
認
識
す
る
主
体
と
し
て
の
「
我
」
が
、
悠
り
を
抱
い
て
い
る
存
在
自
身

か
ら
、
怒
り
を
抱
い
て
い
る
存
在
と
そ
れ
に
ふ
れ
る
｜
｜
触
知
す
る
存
在
と
の
関
係
性
を
吏
に
外
か
ら
認
識
す
る
「
我
」

へ
と
転
換
し
て
い

る
の
で
あ
る
口
こ
の
怒
り
に
対
す
る
認
識
主
体
の
転
換
に
よ
っ
て
、

た
と
え
ば
「
秋
」
「
器
物
」
に
共
通
す
る
「
い
ち
ら
し
さ
」
も
、
自
己

山
身
に
対
す
る
ナ
ル
シ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
心
情
か
ら
、
他
者
と
し
て
の
「
器
物
」
に
対
す
る
心
情
へ
と
転
換
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
も
あ



れ
、
悠
り
に
対
す
る
認
識
主
体
の
転
換
に
よ
っ
て
、
朔
太
郎
は
「
秋
」
に
お
け
る
「
我
」

1
1
1
こ
れ
は
、
ほ
ぼ
朔
太
郎
自
身
と
等
身
大
の
そ

れ
で
あ
る
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
1
1
1
の
在
り
様
と
し
て
の
、
内
部
に
お
け
る
悠
り
の
存
在
と
外
部
に
お
け
る
う
ら
は
ら
な
表
出
、
と
い
う
関

係
性
の
一
応
の
対
象
化
に
成
功
し
た
と
い
え
よ
う
。

次
に
「
器
物
」
と
い
う
作
品
に
お
い
て
問
題
と
な
る
点
は
、
内
部
に
怒
り
を
抱
く
「
器
物
」
が
詩
の
二
・
一
二
行
口
に
見
ら
れ
る
ご
と
く
、

ー
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
器
物
の
吐
息
を
き
斗
た
ま
ヘ
／
た
と
へ
ば
そ
の
リ
キ
ュ
ー
ル
グ
ラ
ス
の
い
と
ぞ
こ
に
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
む
つ
ま
り
「
器
物
」
と
は
特
定
の
「
器
物
」
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
「
器
物
」
な
の
で
あ
っ
て
、
か
り
に
そ
れ

が
具
体
的
な
イ
マ

l
ジ
ュ
を
伴
っ
て
提
示
さ
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
「
た
と
へ
ば
：
：
：
」
の
よ
う
な
形
で
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
怒
り

か
ら
「
器
物
」
（
他
者
）

を
抱
く
者
は
「
秋
」
に
お
け
る
「
我
」
（
自
己
）

へ
と
単
純
に
転
換
し
た
の
み
で
は
な
く
、

っ
秋
」
に
お
け
る
置
き
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換
え
不
可
能
の
唯
一
の
自
己
か
ら
、

「
器
物
」
に
お
け
る
置
き
換
え
可
能
の
他
者
一
般
へ
と
変
容
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も

1

訟
物
」
中
の
「
我
」
は
、
そ
の
一
般
化
さ
れ
た
「
器
物
」
を
「
我
が
と
も
が
ら
」
と
し
て
位
置
づ
け
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
考
え
あ

わ
せ
る
と
、
内
部
に
怒
り
を
抱
く
者
と
し
て
の
自
己
自
身
の
在
り
様
は
、

一
般
化
さ
れ
た
と
同
時
に
相
対
化
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
も
出
来

ょ
う
。
と
も
あ
れ
、
こ
の
よ
う
な
詩
的
模
索
の
事
実
が
朔
太
郎
に
お
け
る
「
静
物
」
的
詩
語
獲
得
の
過
程
に
あ
っ
た
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
詩
的
模
索
を
経
て
は
じ
め
て
「
我
」
と
い
う
語
り
子
さ
え
も
作
品
の
背
後
に
隠
れ
て
し
ま
う
、
極
度
に
詠
嘆
性
の
抑
制
さ
れ
た

作
品
「
室
内
」
（
「
静
物
」
）
が
生
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
「
器
物
」
に
お
い
て
も
「
み
ち
ゆ
き
L

ほ
ど
明
瞭
な
形
で
で
は
な
い
が
、
そ
の
生
成
の
過
程
に
短
歌
作
品
が
か
か
わ
っ
て
い
る
と

と
も
し
び

与
え
ら
れ
る
部
分
が
あ
る
。
「
器
物
」
の
二
十

i
二
十
三
行

H
に
は
、
「
こ
の
あ
へ
か
な
る
燈
灯
の
も
と
に
し
て
／
我
が
友
が
ら
を
愛
づ
る
こ

と
を
し
語
り
い
で
な
ば
／
こ
t
A

の
盃
は
敵
喜
に
破
ら
れ
／
か
し
こ
に
蓮
は
庇
ほ
し
く
廻
り
い
で
」
と
あ
る
。
こ
こ
で
「
盃
」
あ
る
い
は
「
事
」



と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
は
こ
の
詩
の
二
行
目
で
「
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
器
物
」
と
語
ら
れ
て
い
た
も
の
の
具
体
化
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
朔
太

郎
は
「
器
物
」
の
い
ま
ひ
と
つ
の
具
体
的
イ
マ

I
ジ
ュ
と
し
て
三
行
目
で
「
リ
キ
ュ
ー
ル
グ
ラ
ス
」
を
提
示
し
て
い
る
。

で
「
愛
づ
る
」
対
象
は
「
器
物
」

つ
ま
り
、
作
品
中

一
般
に
及
ん
で
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
イ
マ

l
ジ
ュ
と
し
て
「
盃
」
「
讃
」
「
リ
キ
ュ
ー
ル
グ
ラ
ス
」
が

提
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
る
と
、
次
の
短
歌
は
大
き
な
意
味
を
も
っ
て
こ
よ
う
。

春
ゆ
ふ
ベ
と
あ
る
酒
屋
の
店
さ
き
に
F
H
p
d開
白
河

の
瓶
を
愛
で
斗
か
へ
り
ぬ

こ
れ
は
明
治
四
十
二
年
八
月
一
日
付
萩
原
栄
次
宛
書
簡
中
に
あ
り
、
後
に
『
空
い
ろ
の
花
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
は
「
器

物
」
に
お
け
る
「
我
が
友
が
ら
」
と
し
て
の
「
謹
」
や
「
リ
キ
ュ
ー
ル
グ
ラ
ス
」
を
「
愛
づ
る
」
と
い
う
在
り
様
の
原
型
が
見
て
と
れ
る
の

で
あ
る
。

次
に
「
器
物
」
か
ら
「
室
内
」

へ
の
移
行
を
見
て
み
よ
う
。
す
で
に
述
べ
た
ご
と
く
、

「
器
物
」
に
お
い
て
朔
太
郎
は
、
内
部
に
お
け
る

悠
り
の
存
在
と
外
部
に
お
け
る
そ
れ
と
う
ら
は
ら
な
表
出
、
と
い
う
自
己
の
在
り
様
の
一
応
の
対
象
化
に
成
功
し
て
い
た
と
考
ら
れ
る
が
、

そ
の
在
り
様
は
「
器
物
」
を
「
我
が
友
が
ら
」
と
し
て
定
位
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
相
対
化
さ
れ
な
が
ら
も
作
品
中
の
「
我
」
と
結
び
つ
い
て

い
た
。
川
市
の
在
り
様
は
「
我
」
と
同
様
な
の
で
あ
る
口
だ
か
ら
こ
そ
「
我
」
は
一
種
ナ
ル
シ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
感
情
を
伴
っ
て
「
指
物
し
を

「
愛
づ
る
」
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
「
室
内
」

う
つ
は

に
日
を
転
ず
る
と
、
「
器
物
」
の
「
友
が
ら
」
と
し
て
の
「
我
」
さ
え
も
作
品
内
か
ら
消
失
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と

は
い
え
、
そ
れ
は
単
純
に
語
り
手
と
し
て
の
つ
我
」
が
省
略
さ
れ
た
な
ど
と
い
う
こ
と
で
片
付
け
ら
れ
る
よ
う
な
質
の
も
の
で
は
な
い
。



「
秋
」
か
ら
「
器
物
」

へ
の
過
程
を
「
我
」
と
怒
り
と
の
分
離
、
怒
る
者
の
対
象
化
、
相
対
化
と
考
え
る
な
ら
ニ
ば
、
こ
の
「
器
物
」
か
ら

「
室
内
」

へ
の
過
程
は
「
我
」
と
怒
り
の
無
限
大
の
離
隔
、
怒
る
者
自
身
の
イ
マ

l
ジ
ュ
に
よ
る
自
立
化
と
考
え
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
内

部
に
怒
り
を
抱
い
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
外
部
に
は
そ
れ
と
う
ら
は
ら
な
表
出
を
す
る
と
い
う
独
得
な
存
在
様
式
は
、
そ
れ
を
語
る
者
さ

え
も
切
り
捨
て
て
自
ら
「
静
物
」
と
い
う
静
謡
で
澄
明
な
イ
マ

l
ジ
ュ
と
一
体
化
し
て
、
直
接
的
に
読
者
の
前
に
現
前
す
る
の
で
あ
る
。
こ

こ
に
お
い
て
、
言
葉
は
朔
太
郎
と
い
う
独
自
の
個
性
か
ら
解
き
放
た
れ
、

よ
り
自
由
な
詩
的
世
界
を
構
築
す
る
に
至
る
。

「
室
内
」

に
お
け
る
い
ま
ひ
と
つ
の
問
題
は
、
後
半
に
お
け
る
「
窓
」
の
存
在
で
あ
る
。
こ
の
「
窓
」
は
、
室
内
を
「
静
物
」
的
世
界
と

考
え
る
な
ら
ば
、
そ
の
「
静
物
」
的
世
界
と
外
界
と
の
接
点
と
し
て
位
置
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
「
窓
」
は
む
し
ろ
外
部
の
世

界
と
の
隔
絶
を

H
論
む
か
の
よ
う
に
そ

F

」
に
あ
る
。
外
界
の
草
木
の
緑
は
、
「
窓
」
を
と
お
し
て
白
い
陶
器
に
つ
め
た
く
映
る
の
み
で
あ
る
。

「
室
内
」
成
立
以
前
の
朔
太
郎
が
「
窓
」
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
か
は
、
『
習
作
集
第
九
巻
』
中
の
「
工
人
の
群
」
に
よ
っ
て
お
お
よ
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そ
推
測
が
つ
く
。
そ
れ
を
引
く
。

T 

人

の

君手

わ あ
がっ
身 き
は．こ
さ 斗
いろ
はを
ひ抱
にく
充と
ちさき
た
れ
ど

か
し
こ
の
日
向
に
汗
ば
む
ひ
と
び
と



わ
が
さ
く
ら
咲
く
窓
を
指
さ
し

な
に
と
て
の
L

し
り
さ
わ
ぐ
な
る
ら
む

君
は
も
と
よ
り
知
り
ま
さ
ね

わ
れ
と
て
罪
あ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
ま
じ
ゃ

ひ
る
ひ
な
か

むに
ざほ
んひ
なよ
るき
生T歌
活5こ
にそ
あう
へた
ぐへ

と

わ
が
ち
斗
は
斗
の
提
に
は
な
き
も
の
を
。

こ
の
作
品
中
の
「
我
」
は
「
あ
っ
き
こ
L

ろ
」
を
抱
き
「
に
ほ
ひ
よ
き
歌
」
を
う
た
う
う
者
で
あ
り
、
彼
は
い
ま
室
内
に
い
る
。

一
方

「
窓
」
の
外
に
は
「
日
中
に
汗
ば
む
」
工
人
の
群
が
あ
る
。
彼
ら
は
「
窓
」
を
と
お
し
て
室
内
の
彼
を
見
て
「
の
L
A

し
り
さ
わ
ぐ
」
の
で
あ

な
り
は
ひ

る
。
つ
ま
り
、
「
窓
」
を
そ
の
境
界
と
し
て
そ
の
内
部
に
は
詩
人
が
、
外
部
に
は
「
生
活
」
に
あ
え
ぐ
人
々
｜
｜
現
実
の
社
会
ー
ー
ー
が
対
尻

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
比
す
と
き
、
「
宮
内
」
に
お
け
る
「
窓
」
の
性
質
が
明
ら
か
と
な
る
。
「
窓
ぎ
わ
の
緑
」
が
窓
辺
に
置
か
れ
た
植
物
の
緑
な
の
か
窓

に
近
い
外
界
の
草
木
の
緑
な
の
か
は
に
わ
か
に
断
じ
難
い
が
、
す
く
な
く
と
も
、
「
窓
」
を
介
し
て
内
部
と
外
部
と
が
店
抗
す
る
と
い
う
構

閃
を
読
み
と
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
む
し
ろ
「
室
内
」
に
お
け
る
「
窓
」
は
、
そ
れ
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
窓
」
と
し
て
積
極
的
に
機



能
し
て
い
な
い
ゆ
え
に
外
界
を
希
薄
化
し
、
閉
ざ
さ
れ
た
内
部
の
「
伊
物
」
的
世
界
を
逆
説
的
に
き
わ
だ
た
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

結

五日＝2H
H
 

詩
人
に
限
ら
ず
文
学
者
一
般
に
お
い
て
、
そ
れ
ま
で
の
自
己
の
文
学
的
達
成
を
土
台
と
し
て
更
に
新
た
な
段
階
へ
と
飛
期
す
る
と
い
う
こ

と
は
む
し
ろ
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
言
え
ば
、
本
稿
で
考
察
し
た
「
夜
汽
車
」
お
よ
び
「
静
物
」
の
生
成
過
程
は
、
あ
っ
て

然
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
詩
人
と
し
て
の
出
発
の
時
期
、
詩
人
と
し
て
の
自
己
を
確
立
し
て
い
く
時
期
に
看
取
で
き
る
と

き
、
重
要
な
意
義
を
も
っ
て
こ
よ
う
。

前
半
で
試
み
た
「
夜
汽
車
」
生
成
の
過
程
に
お
い
て
は
、
そ
の
生
成
の
土
壌
と
し
て
短
歌
的
イ
マ
l
ジ
ュ
連
環
の
世
界
を
想
定
し
た
。
そ

！
九
十
点
、

I
V
A刈

tuu

イ
マ
！
ジ
ュ
の
単
純
な
結
び
つ
き
の
み
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
口
そ
れ
は
、
語
句
・
語
法
・
構
図
等
を
介
し
て

- 7Sー

多
層
的
に
絡
み
あ
う
複
雑
な
連
環
の
世
界
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
連
環
の
附
界
は
三
重
の
同
心
円
を
描
き
、
中
心
の
円
内
に
は
「
み
ち

ゆ
き
」
の
原
型
的
要
素
を
含
む
短
歌
が
、
次
の
円
内
に
は
原
型
を
更
に
増
殖
さ
せ
て
ゆ
く
要
素
を
含
む
短
歌
が
、
そ
し
て
外
の
円
内
に
は
州

（
印
日
）

太
郎
の
短
歌
成
立
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
北
原
白
秋
ら
の
短
歌
が
位
慨
し
て
い
た
。
筆
者
は
、
こ
の
短
歌
的
イ
マ
！
ジ
ュ
連
環
の
陀
界

が
「
み
ち
ゆ
き
」
生
成
の
源
泉
と
な
っ
た
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。

後
半
で
試
み
た
「
静
物
」
生
成
の
過
程
は
、
短
歌
か
ら
詩
へ
の
過
程
の
次
の
段
附
で
あ
っ
た
り
こ
こ
で
は
、

と
く
に
内
部
と
外
部
と
の
背

反
の
図
式
に
着
目
し
た
。
内
部
に
怒
り
を
抱
き
つ
つ
外
部
に
そ
れ
と
う
ら
は
ら
な
「
さ
び
し
さ
」
が
表
出
さ
れ
る
と
い
う
存
在
様
式
、

ハ凹〉

が
朔
太
郎
自
身
の
詩
人
と
し
て
の
在
り
様
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
朔
太
郎
は
「
静
物
」
生
成
の
過
程
で
、
そ
の
自
己
の
在
り
様
を
し
だ
い れ

に
対
象
化
し
相
対
化
し
、
遂
に
「
室
内
」

に
お
い
て
そ
れ
を
静
議
で
澄
明
な
イ
マ
l
ジ
ュ
の
世
界
と
し
て
自
立
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は



高
度
な
詩
的
達
成
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
お
い
て
す
で
に
、
朔
太
郎
は
『
月
に
吠
え
る
』

へ
の
道
を
一
歩
踏
み
出
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

付

記

本
稿
は
、
昭
和
五
六
年
一
月
に
思
師
檎
谷
昭
彦
教
授
の
も
と
に
提
出
し
た
修
士
論
文
「
初
期
の
萩
原
朔
太
郎
」
に
若
干
の
加
筆
訂
正
を
ほ
ど
こ
し
成
っ

た
も
の
で
あ
り
、
後
半
部
に
つ
い
て
は
本
年
六
月
の
芸
文
学
会
で
口
頭
発
去
を
お
’
｝
な
っ
て
い
る
。

注本
稿
第
一
節
冒
頭
参
照
。

本
稿
第
二
節
冒
頭
参
照
。

『
純
情
小
曲
集
』
は
前
半
「
愛
憐
詩
篇
」
と
後
半
「
郷
土
望
景
詩
」
の
二
部
か
ら
な
る
。

朔
太
郎
が
自
作
の
詩
・
短
歌
を
書
写
し
て
ま
と
め
た
ノ

l
ト
。
第
八
巻
と
第
九
巻
が
残
さ
れ
て
い
る
。
復
刻
版
の
『
愛
憐
詩
篇
ノ
オ
ト
（
前
後

巻
）
』
（
昭
和
三
七
年
一
一
月
世
界
文
庫
）
が
あ
り
、
本
稿
の
引
用
は
す
べ
て
こ
れ
に
よ
る
。

『
習
作
集
第
八
巻
』
『
習
作
集
第
九
巻
』
（
注
（
4
）
参
照
）
お
よ
び
筑
摩
書
一
局
版
『
萩
原
朔
太
郎
全
集
』
第
五
巻
所
以
『
空
い
ろ
の
花
』
。

引
用
本
文
の
該
当
筒
所
の
側
に
、
も
と
の
形
を
（
）
も
っ
て
示
し
た
。
以
下
、
他
の
作
品
の
引
用
も
同
断
。

久
保
忠
夫
『
日
本
近
代
文
学
大
系
第
三
七
巻
萩
原
朔
太
郎
集
』
（
昭
和
問
六
年
五
月
角
川
書
店
）
三
二

O
頁。

久
保
忠
夫
『
鑑
賞
日
本
現
代
文
学
第
一
二
巻
萩
原
朔
太
郎
』
（
昭
和
五
六
年
三
月
角
川
書
店
）
一
九
九
頁
。

注（
6
）
参
照
。

『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
一
四
巻
六
八
只
。

注（
8
）
の
書
、
二

O
o
r
A。

『
純
情
小
曲
集
』
「
自
序
」
。

三
好
達
治
「
詩
人
の
生
涯
l
萩
原
則
太
郎
」
（
『
新
潮
』
昭
和
二
四
年
八
月
）
お
よ
び
『
萩
原
朔
太
郎
』
（
昭
和
三
八
年
正
月

J
三
六
頁
。

門店（
4
）
参
照
。

筑
摩
書
一
房
版
『
萩
原
朔
太
郎
全
集
』
第
三
巻
冗

O
hハ氏。

（

1
）
 

（

2
）
 

（

3
）
 

（

4
）
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（

5
）
 

（

6
）
 

（

7
）
 

（

8
）
 

（

9
）
 

（刊）
（ロ）

（日）

筑
摩
書
一
周
）
一
二
三
江

15 14 



16 

『
萩
原
朔
太
郎
論
』
（
昭
和
四
六
年
四
月
思
潮
社
）
八

O
J八
二

H
。
氏
は
「
秋
」
の
二
行
が
高
度
に
形
象
化
し
た
の
が
「
静
物
」
の
二
行
で

あ
る
と
し
、
「
怒
り
」
と
「
嘆
き
」
、
「
う
ち
」
と
「
そ
と
」
な
ど
の
↓
三
巾
一
一
性
に
一
－
＝
幻
比
し
て
い
る
。

引
用
は
『
空
い
ろ
の
花
』
に
よ
る
（
注
（
5
）
参
照
）

0

本
稿
で
は
分
析
を
試
み
な
か
っ
た
が
、
朔
太
郎
内
部
の
短
歌
的
イ
マ

l
ジ
ュ
連
牒
の
附
界
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
の
詩
作
品
の
生
成
を
考
え
る
場

合
、
「
み
ち
ゆ
き
」
同
様
に
示
唆
的
な
作
品
と
し
て
「
潰
遺
」
（
『
純
情
小
山
集
』
所
以
）
が
あ
る
。
こ
の
作
品
の
生
成
に
か
か
わ
る
重
要
な
先
行

作
品
と
し
て
『
空
い
ろ
の
花
』
所
以
の
歌
物
語
「
二
月
の
海
」
前
半
部
の
「
大
磯
の
胤
」
、
が
あ
る
が
、
こ
の
「
大
磯
の
海
」
中
の
短
歌
お
よ
び
地

の
文
の
い
く
つ
か
が
「
漬
遵
」
へ
と
流
れ
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
つ
一
月
の
海
」
と
啄
木
短
歌
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
は
、
す
で
に

凶
井
隆
氏
に
所
説
が
あ
る
（
昭
和
五
四
年
六
月
思
潮
社
刊
『
瓜
代
詩
読
本

1
8
・
荻
原
朔
太
郎
』
所
以
「
『
ソ
ラ
イ
ロ
ノ
ハ
ナ
』
私
注
」
）
。

久
保
忠
夫
氏
は
『
日
本
近
代
文
学
大
系
三
七
巻
萩
原
則
太
郎
』
の
補
注
に
お
い
て
三
好
達
治
の
「
詩
人
の
生
涯
l
萩
原
朔
太
郎
論
」
（
注
（
日
）

参
照
）
の
指
摘
を
ふ
ま
え
つ
つ
遺
稿
「
器
物
」
を
引
き
、
そ
の
中
の
「
う
つ
は
め
づ
る
そ
の
こ
こ
ろ
／
や
が
て
／
を
み
な
の
く
み
（
マ
マ
）
め

づ
る
な
り
（
傍
点
筆
者
）
」
の
部
分
か
ら
朔
太
郎
が
「
器
物
に
女
性
を
、
と
り
わ
け

K
性
の
く
び
す
じ
の
『
白
き
つ
め
た
さ
』
を
み
て
と
っ
て
い

る
よ
う
で
あ
り
」
と
推
察
し
て
お
ら
れ
る
。
確
か
に
朔
太
郎
の
イ
マ

l
ジ
ュ
連
環
の
附
界
に
お
い
て
「
器
物
」
と
「
女
性
の
く
び
す
じ
」
と
が

重
層
的
に
イ
マ

l
ジ
ュ
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
十
分
あ
り
う
る
が
、
筆
者
は

b
し
ろ
「
秋
」
の
日
日
．
泊
の
二
行
「
わ
が
怒
は
う
ち
に
燃
え
／
嘆

き
は
そ
と
に
あ
ふ
れ
た
り
」
を
重
要
視
す
る
立
場
か
ら
、
朔
太
郎
が
「
出
物
」
の
イ
マ

l
ジ
ュ
に
詩
人
と
し
て
の
自
己
の
在
り
様
を
封
じ
込
め
て

い
る
と
解
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
遺
稿
中
の
「
を
み
な
の
く
み
め
づ
る
な
り
」
は
、

K
性
、
が
「
出
物
」
の
こ
こ
ろ
を
汲
み
と
り
そ
れ
を
愛
づ

る
と
解
す
る
方
が
『
習
作
集
第
九
巻
』
所
収
の
「
出
物
」
の
文
脈
と
も
符
合
し
て
妥
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

「
静
物
」
が
雑
誌
に
発
表
さ
れ
た
大
正
三
年
七
月
か
ら
わ
ず
か
二
か
月
後
に
は
、
後
年
処
女
詩
集
『
月
に
吠
え
る
』
に
収
録
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

「
感
傷
の
手
」
「
山
門
」
「
殺
人
事
件
」
「
盆
景
」
等
の
発
表
が
は
じ
ま
る
。
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ヘ
げ
）

（
凶
）

（日）
（加）


