
第
二
次

「
四
季
」

に
と

っ
て
中
原
中
也

の
存
在
意
義
と
は
何
だ

っ
た
か

―
―

「四
季
」
に
お
け
る
中
原
中
也
、
中
原
中
也
に
お
け
る
「
四
季
」
（３
）
―
―

力日

藤

非6

一

、

こ
こ
ま
で
わ
た
し
は
、
第
二
次

「
四
季
」
に
お
け
る
中
原
中
也
の
詩
活
動

を
中
心
に
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。　
一
方
、
中
原
と
の
関
わ

り
に
よ

っ
て

「
四
季
」
に
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
果
た
し

て
そ
れ
は
何
だ

っ
た
の
だ
ろ
う
。

こ
れ
ま
で
の
検
討
の
し
め
く
く
り
と
し

て
、
第
二
次

「
四
季
」

に
と

っ
て
中
原
中
也
の
存
在
意
義
と
は
何
だ

っ
た

か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
創
刊
後
の
第
二
次

「
四
季
」
の
展
開
を
た
ど

り
な
が
ら
考
え
て
み
た
い
。

小
川
和
佑
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
第
二
次

「
四
季
」
は
も
と
も
と

「
明
瞭
な
文
学
運
動
と
し
て
の
主
張
を
持
」

っ
て
い
な
い
雑
誌
で
あ

っ
た
。

「
四
季
」
が
多
数
の
読
者
の
支
持
を
得
て
永
続
し
た
の
も
、　
一
つ
に
は
最
初

か
ら
明
瞭
な
旗
職
を
か
か
げ
な
か

っ
た
か
ら
だ

っ
た
よ
う
に
思
え
る
」
と

は
、
丸
山
薫
の
言
で
あ
る
。
実
際
、
創
刊
号
の
ペ
ー
ジ
を
め
く

っ
て
も
、
創

刊
の
辞
ど
こ
ろ
か
編
集
後
記
す
ら
掲
載
さ
れ
て
お
ら
ず
、
続
く
号
に
も
こ
れ

彦

と
い
っ
た
雑
誌
と
し
て
の
主
義
主
張
は
み
あ
た
ら
な
い
。
そ
の
な
か
で
唯

一
、
そ
の
後
の
雑
誌
の
方
向
性
を
決
定
づ
け
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
た
の

が
、
第
二
号
よ
り
第
二
四
号
ま
で
ほ
ぼ
毎
号
掲
載
さ
れ
て
い
る
三
好
達
治
に

よ
る
投
稿
詩
の
選
評
だ
。
し
か
し
、
そ
こ
で
は

「
ど
う
に
も
作
者
が
本
真
剣

だ
と
は
思

へ
な
い
」
と
い
っ
た
類
の
小
言
が
繰
り
返
さ
れ
る
ば
か
り
で
、
こ

こ
に
も
や
は
り
雑
誌
全
体
を
ど
こ
か
へ
導
い
て
い
く
よ
う
な
強
い
主
張
は
み

ら
れ
な
い
。

創
刊
後
し
ば
ら
く
の
第
二
次

「
四
季
」
の
特
徴
を
挙
げ
る
と
す
れ
ば
、
詩

に
こ
だ
わ
る

一
方
で
、
翻
訳
や
評
論
、

エ
ッ
セ
イ
な
ど
、
詩
以
外
の
作
品
も

多
く
掲
載
し
、
み
ず
か
ら
の
範
囲
を
詩
だ
け
に
限
定
し
よ
う
と
し
て
い
な

い
、
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
見
方
を
変
え
れ
ば
、
詩
を
主
軸
と
し
な
が
ら

も
、
雑
誌
の
テ
リ
ト
リ
ー
を
詩
だ
け
に
限
定
し
な
い
こ
と
こ
そ
、
初
期
の
第

二
次

「
四
季
」
の
主
義
で
あ
り
、
思
想
で
あ

っ
た
、
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で

き
る
。
も
ち
ろ
ん
、
詩
篇
し
か
掲
載
し
な
い
詩
雑
誌
と
い
う
の
は
逆
に
少
な

い
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
第
二
次

「
四
季
」
の
性
格
を
裏
づ
け
る
か
の
よ
う

第
二
次

「
四
季
」
に
と
っ
て
中
原
中
也
の
存
在
意
義
と
は
何
だ
っ
た
か
―
―

「
四
季
」
に
お
け
る
中
原
中
也
、
中
原
中
也
に
お
け
る

「
四
季
」
（３
）
―
―
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第
二
次

「
四
季
」
に
と
っ
て
中
原
中
也
の
存
在
意
義
と
は
何
だ
っ
た
か
―
―

「
四
季
」
に
お
け
る
中
原
中
也
、
中
原
中
也
に
お
け
る

「
四
季
」
（３
）
―
―

に
、
創
刊
号
と
第
二
号
の
表
紙
に
掲
げ
ら
れ
て
い
た

「
三
好
達
治

。
丸
山

薫

。
堀
辰
雄
編
輯
詩
誌
」
と
い
う
表
示
中
の

「詩
誌
」
と
い
う
言
葉
は
、
第

二
号
以
降
み
ら
れ
な
く
な
る
。
第
二
次

「
四
季
」
の
前
身
で
あ
る
季
刊

「
四

季
」
創
刊
に
際
し
て
、
堀
辰
雄
は

「
こ
ん
ど

『
四
季
』
と
い
う
カ
イ
エ
を
出

す
こ
と
に
な
り
ま
し
た
」
と
い
っ
て
い
た
。
「
カ
イ
エ
」
は
フ
ラ
ン
ス
語
で
、

帳
面
、
ノ
ー
ト
の
意
。
小
川
和
佑
に
よ
れ
ば
、
こ
の
言
葉
に
は

「評
論

。
小

説

。
詩
を

一
種
の
帳
面
に
書
き

つ
け
た
よ
う
な
も
の
」
と
し
て

「
冊
子
に
ま

と
め
た
」
の
が
季
刊

「
四
季
」
で
あ
る
、
と
い
う
堀
の
考
え
が
示
さ
れ
て
い

る
が
、
「創
刊
ま
で
の

一
切
の
計
画
は
堀
辰
雄
の
手
に
な
る
も
の
」
で
あ
り
、

「
性
格
的
に
は
季
刊

「
四
季
」

の
延
長
上
に
あ
る
」
第
二
次

「
四
季
」
も
ま

た
、
小
説
こ
そ
掲
載
し
な
か

っ
た
も
の
の
、
そ
う
し
た

「
カ
イ
エ
」
と
し
て

の
性
質
を
多
分
に
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
。

一
九
二
五
年

一
一
月
二

一
日
の
日
記
に

「
四
季
十
二
月
号
を
読
む
。
ま
あ

此
の
雑
誌
は
よ
い
方
な
り
」
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
中
原
は
そ
う
し
た

第
二
次

「
四
季
」
の
気
質
を
そ
れ
な
り
に
好
ま
し
く
思

っ
て
い
た
よ
う
だ
。

「
よ
い
方
な
り
」
と
い
わ
れ
て
い
る

「
四
季
十
二
月
号
」
は
、　
一
一
月
五
日

発
行
の
第

一
三
号
。
こ
の
号
の
ど
の
よ
う
な
点
を
中
原
が
評
価
し
た
か
は
よ

く
わ
か
ら
な
い
が
、
そ
の
漠
然
と
し
た
言
い
方
に
、
雑
誌
全
体
が
醸
し
出
し

て
い
る
雰
囲
気

へ
の
好
感
が
感
じ
ら
れ
る
。

ほ
ど
な
く
し
て
、
中
原
に

「
四
季
」
同
人

へ
の
加
入
話
が
持
ち
か
け
ら
れ

た
。
同
年

一
二
月

一
九
日
の
日
記
に

「
四
季
よ
り
同
人
に
な
れ
と
云

つ
て
来

る
、
諾
と
返
事
」
と
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
、
三
好
達
治
は
次
の
よ
う

な
証
言
を
残
し
て
い
る
。

河
上
徹
太
郎
君
が
あ
る
と
き
、
中
原
中
也
を

「
四
季
」
の
仲
間
に
入

れ
な
い
か
と
い
つ
た
。
よ
ろ
し
か
ら
う
、
と
私
は
答

へ
た
。
さ
う
し
て

つ
む
じ
曲
り
の
中
原
が
こ
の
仲
間
に
加

つ
た
。
紹
介
者
は
私
の
外
に
な

い
が
、
紹
介
の
労
を
と

つ
た
記
憶
は
な
い
。

こ
の
証
言
に
従
え
ば
、
中
原
が

「
四
季
」
同
人
に
迎
え
ら
れ
た
の
は
、
河

上
徹
太
郎
に
よ
る
仲
介
が
あ

っ
た
か
ら
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
確
か
に
中

原
は
発
表
媒
体
の
獲
得
に
際
し
て
友
人
知
己
に
依
存
し
て
い
た
節
が
あ
り
、

事
実
と
し
て
そ
の
よ
う
な
仲
介
が
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
し
か

し
、
中
原
が
同
人
に
加
え
ら
れ
た
の
は
、
果
た
し
て
そ
れ
だ
け
が
理
由
だ

っ

た
か
ど
う
か
。
水
口
洋
治
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
そ
の
作
品
を
毎
号
掲
載

す
る
と
な
る
と
、
何
ら
か
の
処
遇
を
考
え
ざ
る
を
得
な
く
な
る
」
。
し
た

が

っ
て
、
「
精
力
的
に
寄
稿
し
て
く
る
執
筆
者
で
水
準
に
問
題
が
な
い
の
で

あ
れ
ば
同
人
と
し
て
受
け
入
れ
る
の
が
、
編
集
者
に
と

っ
て
も
執
筆
者
に

と

っ
て
も
丸
く
お
さ
ま
る
形
で
あ

っ
た
」
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
中
原
が

「精

力
的
に
寄
稿
し
て
く
る
執
筆
者
」
の
ひ
と
り
で
あ

っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、

仮
に
河
上
の
仲
介
が
な
か

っ
た
と
し
て
も
、
同
人
改
編
の
際
、
中
原
が
新
た

に
加
え
ら
れ
た
可
能
性
は
き
わ
め
て
高
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ほ
ど
中

原
は
、
創
刊
以
来
、
第
二
次

「
四
季
」
に
熱
心
に
作
品
を
寄
稿
し
て
い
た
。

同
人
改
編
が
発
表
さ
れ
た
の
は
、　
一
九
二
六
年
二
月
発
行
の

「
四
季
」
第

一
五
号
。
そ
の
こ
と
を
伝
え
る

「
四
季
消
息
」
に
は
、
次
の
よ
う
に
書
か
れ

て
い
る
。
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○

「
四
季
」
は
今
月
か
ら
組
織
の
上
に
多
少
の
改
変
を
し
た
。
こ
れ
ま

で
同
人
で
あ

つ
た
、
三
好
、
丸
山
、
堀
、
津
村
、
立
原
の
五
名
に
、
事

実
上
同
人
同
等
の
厚
志
を
寄
せ
て
貰

つ
て
ゐ
た
九
氏
を
加

へ
て
、
い
ま

こ
こ
に
は
つ
き
り
と
四
季
同
人
と
し
て
発
表
す
る
。

わ
れ
ら
は
こ
れ
に
よ
つ
て
何
も

一
党

一
派
の
結
成
を
強
張
し
や
う
と

す
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
狭
き
意
味
の
文
学
上
の
新
思
潮
、
消
長
常

な
ら
ざ
る
詩
壇
的
新
運
動
を
画
す
る
も
の
で
も
な
い
。
主
張
す
る
と
こ

ろ
は
、
わ
れ
ら
の
雑
誌
を
し
て
為
さ
し
め
る
か
ぎ
り
に
於
い
て
、
そ
れ

ら
の
消
長
の
波
間
に
在

つ
て
な
ほ
永
遠
不
易
な
詩
の
高
き
伝
統
の
継
承

に
与
ら
し
め
や
う
と
い
ふ
に
あ
る
。
清
純
の
精
神
と
正
し
き
態
度
。
そ

れ
に
よ
つ
て
こ
れ
の

一
つ
を
で
も
時
代
の
芸
術
の
上
に
加

へ
得
ば
わ
れ

ら
の
倖
で
あ
る
。

○
そ
れ
故
に

「
四
季
」
は
今
後
も
出
来
る
だ
け
こ
の
国
の
詩
歌
壇
に
眼

を
開
き
、
わ
れ
ら
の
単
純
明
瞭
な
る
立
場
に
も
と
ら
な
い
広
汎
な
範
囲

で
、
同
人
以
外
の
原
稿
と
雖
も
、
詩
、
短
歌
、
俳
句
、
随
筆
、

エ
ツ
セ

イ
、
紹
介
、
批
評
の
優
れ
た
も
の
あ
ら
ば
誌
面
を
吝
ま
ぬ
心
掛
け
で
ゐ

る
。
こ
の
点
切
に
大
方
の
支
援
に
倹

つ
多
大
で
あ
る
こ
と
を
言
ひ
添

ヘ

て
お
く
。

こ
の
文
章
が
、
第
二
次

「
四
季
」
が
雑
誌
と
し
て
の
み
ず
か
ら
の
意
思
を

初
め
て
外
部
に
語

っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
ま
ず
は
確
認
し
て
お
こ
う
。

こ
こ
に
は
、
「
わ
れ
ら
は
こ
れ
に
よ

つ
て
何
も

一
党

一
派
の
結
成
を
強
張
し

や
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
い
い
な
が
ら
も
、
「清
純
の
精
神
と
正
し

き
態
度
」
に
よ
る

「永
遠
不
易
な
詩
の
高
き
伝
統
の
継
承
」
を
今
後
の
雑
誌

の
目
的
と
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
引
用
後
半
を
み
る
限
り
、
雑
誌
の

性
質
が
そ
れ
ま
で
と
大
き
く
変
わ
る
わ
け
で
は
な
さ
そ
う
だ
。
し
か
し
、
従

来
の

「
四
季
」
が
雑
誌
と
し
て
の
主
義
主
張
を
持

っ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
そ

の
こ
と
が

「
四
季
」
の
唯

一
と
も
い
え
る
思
想
だ

っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、

「
四
季
」
に
と

っ
て
こ
の
改
編
は
重
大
な
出
来
事
だ

っ
た
と
い
わ
な
い
わ
け

に
は
い
か
な
い
。
こ
の
同
人
改
編
を
機
に
、
第
二
次

「
四
季
」
は
そ
の
思
想

を
大
き
く
変
化
さ
せ
て
い
く
の
で
あ
る
。

こ
の
と
き
新
た
に
同
人
に
加
わ

っ
た
の
は
、
井
伏
鱒
二
、
萩
原
朔
太
郎
、

竹
中
郁
、
田
中
克
己
、
辻
野
久
憲
、
中
原
中
也
、
桑
原
武
夫
、
神
西
清
、
神

保
光
太
郎
の
計
九
名
。
こ
の
う
ち
、
そ
の
後
の

「
四
季
」
の
展
開
を
考
え
る

上
で
も

っ
と
も
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
の
は
、
そ
の
存
在
を
押
報
し
て

「現
在

は
勿
論
、
以
後
も

「
四
季
」
を
語
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
」
と
い
わ
れ
る

人
物
、
神
保
光
太
郎
で
あ
る
。

神
保
は
同
人
加
入
と
同
時
に
、
津
村
信
夫
と
と
も
に
第
二
次

「
四
季
」
の

編
集
を
担
当
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。
神
保
と
い
え
ば
、
ま
ず
第

一
に

「
日
本

浪
曼
派
」
と
の
関
わ
り
が
想
起
さ
れ
る
が
、
同
誌
の
同
人
で
あ
り
な
が
ら

「
四
季
」
同
人
に
加
わ

っ
た
の
は
、
神
保
に
よ
れ
ば
次
の
よ
う
な
判
断
が

あ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。

最
後
に
僕
個
人
の
こ
と
。
僕
は

「
日
本
浪
曼
派
」
を
創
め
統

一
人
で

あ
り
、
現
在
も
同
誌
同
人
で
あ
る
が
、
「
四
季
」

へ
の
同
人
勤
誘
を
う

け
た
時
、
自
分
も
考

へ
、
他
と
も
諮

つ
た
の
で
あ
る
が
、
浪
曼
派
の
名

第
二
次

「四
季
」
―こ
Ｌ
ぅ

て
中
原
中
也
の
存
在
意
義
と
は
何
だ
っ
た
か
―
―

「
四
季
」
に
お
け
る
中
原
中
也
、
中
原
中
也
に
お
け
る

「
四
季
」
（３
）
―
―
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第
二
次

「
四
季
」
に
と
っ
て
中
原
中
也
の
存
在
意
義
と
は
何
だ
っ
た
か
―
―

「
四
季
」
に
お
け
る
中
原
中
也
、
中
原
中
也
に
お
け
る

「
四
季
」
（３
）
―
―

に
於
て
、
砂
く
と
も
僕
個
人
が
意
図
す
る
も
の
と
、
「
四
季
」
が
方
向

す
る
も
の
と
は
少
し
も
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
と
信
じ
て
同
人
加
入

を
快
諾
し
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
は

一
言
、
詩
も
散
文
も
間
は
ず
、
日
本

文
学
界
に
正
し
き
詩
的
精
神
を
汎
濫
高
揚
せ
じ
め
ん
と
す
る
こ
と
、
こ

の

一
事
以
外
に
な
い
。

神
保
は
、
「
日
本
文
学
界
に
正
し
き
詩
的
精
神
を
汎
濫
高
揚
せ
じ
め
ん
」

と
い
う
自
分
自
身
の

「
意
図
」
と

「
「
四
季
」
が
方
向
す
る
も
の
」
と
は

「少
し
も
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
い
う
。
ま
た
、
同
じ
文
章
で
神
保

は

「
四
季
」
が
前
月
か
ら
は

つ
き
り
と
同
人
組
織
と
な

つ
た
こ
と
は
、
前

号
に
も
あ

つ
た
や
う
に
何
ら
党
派
的
結
成
と
か
運
動
的
方
向
を
と
る
も
の
で

は
な
い
が
、
紛
然
と
し
た
日
本
詩
苑
を
貫
く
欝
然
と
し
た
主
流
動
脈
と
し
て

存
在
せ
ん
と
す
る
意
思
表
示
に
他
な
ら
な
」
醐

と
も
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
発
言
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
の
は
、
神
保
は

「
日
本
詩
苑
を
貫
く
欝
然
と
し

た
主
流
動
脈
と
し
て
存
在
せ
ん
」
こ
と
、
「
日
本
文
学
界
に
正
し
き
詩
的
精

神
を
汎
濫
高
揚
せ
じ
め
ん
」
こ
と
を
期
し
て
、
第
二
次

「
四
季
」
に
接
近
じ

た
、
と
い
う
こ
と
だ
。
神
保
自
身
は
、
「
四
季
」
が

「
は

つ
き
り
と
同
人
組

織
と
な

つ
た
」
こ
と
は

「党
派
的
結
成
と
か
運
動
的
方
向
を
と
る
も
の
で
は

な
い
」
と
否
定
し
て
い
る
が
、
右
で
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
神
保
自
身
の
考

え
る
今
後
の

「
四
季
」
が
目
指
す
べ
き

「運
動
的
方
向
」
性
で
な
け
れ
ば
、

果
た
し
て
何
だ
と
い
う
の
だ
ろ
う
。
神
保
ほ
ど
激
し
い
口
調
で
は
な
い
が
、

と
も
に

「
四
季
」
編
集
を
担
当
し
た
津
村
信
夫
も
、
同
じ
文
章
の
な
か
で

「
こ
の
国
の
純
正
詩
の
発
達
と
云
ふ
観
点
か
ら
す
る
雑
誌
の
使
命
」
に
つ
い

て
語

っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
言
説
に
導
か
れ
て
、
そ
れ
ま
で
主
義
主
張
を

持
た
な
い
雑
誌
だ

っ
た

「
四
季
」
は
、
「
日
本
詩
苑
」
「
日
本
文
学
界
」
の
中

心
的
存
在
と
な
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

そ
の
目
的
の
た
め
に
は
、
逆
説
的
で
は
あ
る
が
、
同
人
改
編
前
と
同
じ

く
、
あ
る
い
は
改
編
前
以
上
に
、
雑
誌
と
し
て
の
主
義
主
張
を
意
識
し
な
い

こ
と
が
重
要
だ

っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
思
想
に
こ
だ
わ
ら
ず
に
同
人
を
拡
充

し
、
ま
た
同
人
以
外
か
ら
も
多
く
寄
稿
し
て
も
ら
う
こ
と
こ
そ
、
「
日
本
詩

苑
」
や

「
日
本
文
学
界
」
に
み
ず
か
ら
の
広
範
な
勢
力
を
示
す
最
良
の
方
法

だ
か
ら
で
あ
る
。

こ
う
し
て

「
四
季
」
は
次
々
と
同
人
を
拡
大
し
て
い
っ

た
。
伊
藤
信
吉
に
よ
れ
ば
、
そ
の
数
は
総
計
三
二
名
、
寄
稿
者
は
三
〇
〇
名

を
超
え
る
と
い
知
。
の
ち
に
保
田
与
重
郎
や
伊
東
静
雄
ら
も
同
人
に
加
わ
る

た
め
、
「
コ
ギ
ト
」
や

「
日
本
浪
曼
派
」
と
の
類
縁
性
が
今
日
で
も
し
ば
し

ば
問
題
と
な
る
が
、
こ
の
こ
と
も
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
詩
人
の
思
想
に
こ
だ
わ

ら
な
い
、
積
極
的
な
同
人
拡
充
の
結
果
だ

っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

広
い
範
囲
か
ら
同
人
や
寄
稿
者
が
集
ま

っ
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
第

二
次

「
四
季
」
が
雑
誌
と
し
て
の
統

一
感
を
欠
い
て
い
る
よ
う
に
み
え
な
い

の
は
、
そ
こ
に
集
ま

っ
て
き
た
詩
人
た
ち
の
間
に
何
ら
か
の
共
通
点
が
み
い

だ
せ
る
か
ら
に
ち
が
い
な
い
。
伊
藤
信
吉
は
、
「
四
季
」
と
同
時
期
に
発
行

さ
れ
て
い
た
代
表
的
な
詩
雑
誌
に
言
及
し
な
が
ら

「
「歴
程
」
の
雑
的
、
「新

領
土
」
の
モ
ダ

ニ
ズ
ム
、
「
詩
人
」
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
詩
―
―
以
外
の
詩
人

た
ち
が
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て

「
四
季
」
に
集

っ
た
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ

の
こ
と
は
、
一裏
を
返
せ
ば
、
モ
ダ

ニ
ズ
ム
や
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
な
ど
の
思
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想
や
主
義
を
持

つ
詩
人
た
ち
は

「
四
季
」
に
集
わ
な
か

っ
た
、
と
い
う
こ
と

で
も
あ
る
。
中
村
真

一
郎
は

「
四
季
派
」
に
つ
い
て

「
モ
ダ

ニ
ズ
ム
の
詩
で

は
な
い
し
、
い
わ
ゆ
る
社
会
主
義
の
詩
で
も
な
い
」
、
「
か
な
り
広
い
詩
の
傾

向
」
を
指
す

「伝
統
的
な
日
本
の
感
受
性
と

一
種
の
非
常
に
新
し
い
形
、
そ

れ
か
ら
強
い
個
性
と

一
方
で
非
常
に
洗
練
さ
れ
た
感
覚
、
そ
う
い
う
も
の
を

共
通
に
も

っ
て
い
る
人
た
ち
の
エ
コ
ー
ル
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
ま

さ
し
く

「
四
季
」
は

「
モ
ダ

ニ
ズ
ム
」
と

「社
会
主
義
」
を
除
い
た
、
昭
和

一
〇
年
代
に
お
け
る
最
大
公
約
数
的
な
詩
の

「
エ
コ
ー
ル
」
だ

っ
た
、
と
い

え
る
だ
ろ
う
。

二
、

こ
の
よ
う
に
し
て

一
大
勢
力
と
な

っ
て
い
っ
た
第
二
次

「
四
季
」
が
、
そ

こ
に
依
拠
す
る
詩
人
た
ち
の
意
識
は
ど
う
あ
れ
、
周
囲
か
ら
は
芸
術
的
な
主

義
主
張
を
持

っ
た
ひ
と

つ
の
流
派
に
み
え
た
の
は
当
然
の
こ
と
だ

っ
た
と
い

え
る
。
そ
の
周
囲
か
ら
の
認
識
を
示
し
て
い
る
の
が
、
右
で
も
触
れ
た

「
四

季
派
」
と
い
う
呼
称
だ
。
管
見
に
入

っ
た
限
り
で
は
、
こ
の
呼
称
が
最
初
に

み
ら
れ
る
の
は

「
コ
ギ
ト
」

一
九
二
六
年
五
月
号
掲
載
の
山
岸
外
史

「虚
無

と
英
雄
主
義
」

で
あ
り
、
津
村
信
夫
が
こ
れ
に
五
月

一
〇
日
発
行
の

「
四

季
」
第

一
八
号
で

「先
月
号
の
コ
ギ
ト
で
山
岸
外
史
氏
が
四
季
派
詩
人
と
し

て
、
我
々
に
論
究
す
る
所
あ

つ
た
が
、
僕
と
の
久
し
い
個
人
的
友
情
は
べ
つ

と
し
て
も

「
四
季
」
に
つ
い
て
か
か
る
真
実
を
も

つ
て
所
論
を
述
べ
て
く
れ

た
こ
と
は
非
常
に
嬉
し
か

つ
た
」
と
反
応
し
て
い
る
が
、
同
人
改
編
後
ま
も

な
く

「
四
季
派
」
と
い
う
言
葉
が
み
ら
れ
始
め
る
の
は
、
お
そ
ら
く
単
な
る

偶
然
で
は
な
い
。　
つ
ま
り
、　
一
九
三
六
年
の
同
人
改
編
を
機
に
、
第
二
次

「
四
季
」
は
芸
術
的
な
主
義
主
張
を
持

っ
た
ひ
と

つ
の
流
派
と
し
て
周
囲
か

ら
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

そ
の
山
岸
外
史
の
評
論
で
は
、
「
四
季
派
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
い
わ

れ
て
い
た
。
こ
こ
に
は
、
同
人
を
改
編
し
た
こ
ろ
の

「
四
季
」
の
詩
が
周
囲

か
ら
ど
の
よ
う
に
み
ら
れ
て
い
た
か
、
と
い
う
こ
と
が
一小
さ
れ
て
い
て
皿
（味

深
い
。

近
頃
の
詩
人
は
、
明
ら
か
に
、
末
事
に
走

つ
て
ゐ
る
。
こ
と
に
四
季

派

一
般
の
詩
精
神
と
い
ふ
も
の
、
―
―
も
と
よ
り
、
こ
れ
は
、
『
四
季

派
』
の
詩
人
と
自
か
ら
衿
持
を
も

つ
可
き
こ
と
で
は
あ
る
が
、
―
―
こ

の
派
の
詩
人
は
恰
度

『人
生
派
』
の
流
れ
を
汲
ん
で
ゐ
る
ら
し
く
見
え

る
の
に
、
殆
ん
ど
、
人
生
苦
を
も

つ
て
ゐ
な
い
か
の
や
う
に
さ
へ
見
え

易
い
。
苦
言
で
あ
る
。
な
に
か
姑
息
な
生
き
方
を
考

へ
易
く
、
詩
の
姿

が
な
く
声
の
み
軽
ろ
や
か
に
哀
し
く
耳
に
響
い
て
く
る
感
じ
で
あ
る
。

―
―
こ
れ
を

『虚
無
の
詩
』
と
言

つ
て
よ
か
ら
う
か
。
感
傷
で
は
な
い

の
か
。
凡
て
、
一麗
し
く
も
の
優
し
き
姿
に
似
て
、
人
生
の
行
方
も
望
み

も
な
に
ひ
と

つ
な
し
に
、
虚
し
い
眼
で
、
優
し
く
町
を
歩
い
て
ゐ
る
。

「
人
生
派
』
の
流
れ
を
汲
ん
で
ゐ
る
」
よ
う
で
あ
り
な
が
ら

「
人
生
苦
を

も

つ
て
ゐ
な
い
か
の
や
う
に
さ

へ
見
え
」
る
こ
と
。
「詩
の
姿
が
な
く
声
の

み
軽
ろ
や
か
に
哀
し
く
耳
に
響
い
て
く
る
感
じ
」
が
す
る
こ
と
。
こ
れ
が
、

同
人
を
改
編
し
た
こ
ろ
の

「
四
季
」
の
詩
に
対
し
て
同
時
代
の
文
学
者
が

第
二
次

「
四
季
」
に
と
っ
て
中
原
中
也
の
存
在
意
義
と
は
何
だ
っ
た
か
―
―

「
四
季
」
に
お
け
る
中
原
中
也
、
中
原
中
也
に
お
け
る

「
四
季
」
（３
）
―
―
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第
二
次

「
四
季
」
に
と
っ
て
中
原
中
也
の
存
在
意
義
と
は
何
だ
っ
た
か
―
―

「
四
季
」
に
お
け
る
中
原
中
也
、
中
原
中
也
に
お
け
る

「
四
季
」
（３
）
―
―

持

っ
て
い
た
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。

一
方
、
こ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
の
対
極
に
位
置
し
て
い
る
の
が

「歴
程
」
同

人
た
ち
の
作
品
だ
。
じ

つ
は
、
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
な
初
期
の
第
二
次

「
四
季
」
の
動
向
は
、
「歴
程
」
の
そ
れ
と
重
な
る
部
分
が
多
く
あ
る
。
伊
藤

信
吉
は
、
「
歴
程
」
が

「
創
刊
宣
言
」
や

「
同
人
の
共
同
言
」
を
掲
げ
な

か

っ
た
こ
と
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
第
二
次
創
刊
に
あ
た
る

一
九
二
六
年
二
月

発
行
の
通
巻
第
二
号
で

「僕
等
は
歴
程
が
こ
の
国
で

一
番
す
ぐ
れ
た
詩
の
雑

誌
に
な
る
こ
と
を
無
論
自
負
し
て
ゐ
る
」
と
高
ら
か
に
官
一言
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
指
摘
し
、
「先
行
の
他
誌
を
差
し
措
い
て
、
こ
う
い
う
不
遠
慮
な
自
負

言
を
述
べ
る
と
こ
ろ
に

「歴
程
」
の
野
人
的
、
雑
草
的
特
異
さ
が
あ
る
」
と

述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
「創
刊
宣
言
」
や

「
同
人
の
共
同
言
」
を
掲
げ
な

か

っ
た
の
は
同
人
改
編
前
の
第
二
次

「
四
季
」
も
同
じ
で
あ
り
、
「
不
遠
慮

な
自
負
言
」
も

「
四
季
」
同
人
改
編
時
の

「紛
然
と
し
た
日
本
詩
苑
を
貫
く

欝
然
と
し
た
主
流
動
脈
と
し
て
存
在
せ
ん
」
と
い
う
神
保
光
太
郎
の

「意
思

表
示
」
に
通
じ
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、
そ
の
こ
ろ
の

「歴
程
」
に
第
二
次

「
四
季
」
が
持

っ
て
い
な
い

「
野
人
的
、
雑
草
的
特
異
さ
」
が
あ
る
と
す
れ

ば
、
む
し
ろ
そ
れ
は
ほ
か
の
と
こ
ろ
に
表
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。

で
は
、
そ
の
表
れ
は

一
体
ど
こ
に
み
ら
れ
る
の
か
。
当
然
の
こ
と
な
が

ら
、
や
は
り
そ
れ
は
作
品
で
あ
る
。
伊
藤
に
よ
れ
ば
、
「
歴
程
」
同
人
た
ち

の
詩
は

「生
ぐ
さ
い
ま
で
の
個
性
的
、
偏
奇
的
、
暴
力
的
な
作
品
生
命
」
を

持

っ
て
い
る
。
ま
た
、
「
同
人
す
べ
て
の
個
性
が
強
け
れ
ば

つ
よ
い
ほ
ど
、

雑
誌
そ
の
も
の
は
方
向
あ
る
運
動
に
な
り
に
く
い
筈
」
で
、
そ
の
結
果

「歴

程
」
は

「
運
動
の

〈無
い
〉
雑
誌
」
と
な

っ
た
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず

「当

時
の
詩
の
世
界
に
お
け
る

「歴
程
」
の
存
在
感
は
強
烈
で
、
そ
れ
は
ま
た
各

篇
、
各
人
の
個
性
的
表
現
の
鮮
烈
さ
を
意
味
し
た
」
。

つ
ま
り
、
「生
ぐ
さ
い

ま
で
の
個
性
的
、
偏
奇
的
、
暴
力
的
な
作
品
生
命
」
を
持

っ
た

「各
篇
、
各

人
の
個
性
的
表
現
」
が
、
そ
の

「個
性
」
の
ぶ
つ
か
り
合
い
に
よ
っ
て

「
野

人
的
、
雑
草
的
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を

「歴
程
」
に
も
た
ら
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

そ
の

「個
性
的
表
現
」
の
集
ま
り
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
雑
誌
全
体
の
イ

メ
ー
ジ
を
、
伊
藤
は
別
の
文
章
で
次
の
よ
う
に
総
括
し
て
い
る
。

あ
る
統

一
さ
れ
た
性
格
を
当
時
の

『歴
程
』
に
も
と
め
る
こ
と
は
困
難

だ
け
れ
ど
も
、
し
か
し
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
で
な
い
も
の
、
甘

っ
た
る
く
な

い
も
の
、
翻
訳
的
で
な
い
も
の
と
い
う
、
そ
う
い
う
個
性
の
集
り
は
ひ

と

つ
の
文
化
的
意
義
を
も

っ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
雰
囲
気
に
お
い
て

『
歴
程
』
は
個
性
的
で
あ
り
、
反
時
代
的
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
部
分
的

に
は
生
活
そ
の
も
の
が

〈詩
〉
で
あ
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
詩
人
の
生

き
方
が
、
ま
だ
い
く
ら
か
は
残

っ
て
い
た
。

「
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
で
な
い
も
の
、
甘

っ
た
る
く
な
い
も
の
、
翻
訳
的
で
な
い

も
の
」
と
い
う
点
に
こ
そ
、
「歴
程
」
に
お
け
る
第
二
次

「
四
季
」
と
の
最

大
の
違
い
が
あ
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
今
は

間
わ
な
い
。
右
の
引
用
で
注
目
し
た
い
の
は
む
し
ろ
後
半
で
あ
る
。
「歴
程
」

同
人
た
ち
の
作
品
に
み
ら
れ
る
詩
と

「生
活
」
と
の
近
し
い
距
離
。
そ
こ
で

は
し
ば
し
ば

「
生
活
そ
の
も
の
が

〈詩
〉
で
あ
」

っ
た
と
い
う
こ
と
。　
一

―-18-―



方
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に

「人
生
苦
を
も

つ
て
ゐ
な
い
か
の
や
う
に
さ
へ
」

同
時
代
の
文
学
者
か
ら
み
ら
れ
て
い
た
の
が
、
同
人
を
改
編
し
た
こ
ろ
の

「
四
季
」
の
詩
で
あ

っ
た
。

つ
ま
り
、
第
二
次

「
四
季
」
と

「歴
程
」
の
詩

の
イ
メ
ー
ジ
は
、
そ
の
な
か
に

「人
生
」
や

「生
活
」
を
ど
う
取
り
込
ん
で

い
る
か
、
と
い
う
点
に
お
い
て
ま
さ
し
く
対
極
に
位
置
し
て
い
る
の
で
あ

′０
。そ

の
よ
う
な
二
者
択

一
の
文
脈
で
い
え
ば
、
や
は
り
中
原
は

「歴
程
派
」

で
あ

っ
た
。
中
原
の
詩
は

「
逃
げ
ら
れ
な
く
生
れ

つ
い
た
苦
し
み
が
そ
の

ま
ゝ
歌
に
な

っ
て
」
お
り
、
「生
々
し
い
生
活
感
情
に
あ
ふ
れ
て
ゐ
る
」
か

ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
中
原
は
そ
う
し
た

「生
れ

つ
い
た
苦
し
み
」
を
歌

っ

て
い
る
よ
う
な
作
品
、
「生
々
し
い
生
活
感
情
に
あ
ふ
れ
」
た
作
品
を
、
「歴

程
」
だ
け
で
な
く

「
四
季
」
に
も
発
表
し
て
い
た
。
た
と
え
ば
、　
一
九
二
六

年
六
月
発
行
の

「
四
季
」
第

一
九
号
に
発
表
さ
れ
た

「
わ
が
半
生
」
。

私
は
随
分
苦
労
し
て
来
た
。
／
そ
れ
が
ど
う
し
た
苦
労
で
あ

つ
た
か
、

／
語
ら
う
な
ぞ
と
は
つ
ゆ
さ
へ
思
は
ぬ
。
／
ま
た
そ
の
苦
労
が
果
し
て

価
値
の
／
あ

つ
た
も
の
か
な
か

つ
た
も
の
か
、
／
そ
ん
な
こ
と
な
ぞ
考

へ
て
も
み
ぬ
。
／
／
と
に
か
く
私
は
苦
労
し
て
来
た
。
／
苦
労
し
て
来

た
こ
と
で
あ

つ
た
１
／
そ
し
て
、
今
、
此
処
、
机
の
前
の
、
／
自
分
を

見
出
だ
す
ば
か
り
だ
。
／
じ

つ
と
手
を
出
し
眺
め
る
程
の
／
こ
と
し
か

私
は
出
来
な
い
の
だ
。
／
／
外
で
は
今
宵
、
木
の
葉
が
そ
よ
ぐ
。
／
は

る
か
な
、
気
持
の
、
春
の
宵
だ
。
／
そ
し
て
、
私
は
、
静
か
に
死
ぬ

る
。
／
坐

つ
た
ま
ん
ま
で
、
死
ん
で
ゆ
く
の
だ
。

そ
れ
ま
で

「私
」
は

「語
ら
う
な
ぞ
と
は
つ
ゆ
さ
へ
思
は
」
な
い
ほ
ど
の

「苦
労
」
を
し
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
の

「苦
労
」
か
ら
解
放
さ
れ
た
今
、

「私
」
に
は

「
じ

つ
と
手
を
出
し
眺
め
る
」
こ
と
ぐ
ら
い
し
か
で
き
な
い
。

「今
、
此
処
」
で

「静
か
に
死
ぬ
る
」
日
の
訪
れ
を
待

つ
ば
か
り
の

「私
」
。

つ
ま
り

「
私
」
は

「
苦
労
」
以
外
に
生
き
て
い
く
術
を
知
ら
な
い
の
で
あ

る
。
「苦
労
」
の
な
い
人
生
な
ど

「
私
」
に
は
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
の

だ
。
だ
か
ら
こ
そ
今
、
「私
」
は
た
だ

「坐

つ
た
ま
ん
ま
で
、
死
ん
で
ゆ
く
」

の
を
夢
想
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

「私
」
に
と

っ
て
、
生
き
る
こ
と
と
は
す
な
わ
ち

「苦
労
」
す
る
こ
と
に
ほ

か
な
ら
な
か

っ
た
。
そ
の
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
点
に
お
い
て
、
こ
の
作
品

は

「人
生
苦
を
も

つ
て
ゐ
な
い
か
の
や
う
に
さ
へ
見
え
」
る

「
四
季
派
」
の

詩
と
正
反
対
の
性
質
を
持

っ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
生
の
あ
り
方
が

歌
わ
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
））
」
に
は

「生
活
そ
の
も
の
が

〈詩
〉

で
あ
る
」
と
い
う

「歴
程
派
」
の
特
徴
に
通
じ
る
も
の
を
み
る
こ
と
が
で
き

る
。
そ
の
よ
う
な
詩
を
、
中
原
が

「歴
程
」
で
な
く
第
二
次

「
四
季
」
に
発

表
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
。
こ
の
こ
と
は
、
中
原
の
な
か
で
両
者
の
雑
誌
イ

メ
ー
ジ
が
特
に
区
別
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
同
時
に
、

第
二
次

「
四
季
」
に
お
い
て
中
原
が
い
か
に
異
質
だ

っ
た
か
、
と
い
う
こ
と

を
端
的
に
物
語

っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

一
一
一
、

吉
本
隆
明
は
、
戦
後
に
お
け
る
第
二
次

「
四
季
」
の
評
価
に
多
大
な
影
響

第
二
次

「
四
季
」
に
と
っ
て
中
原
中
也
の
存
在
意
義
と
は
何
だ
っ
た
か
―
―

「
四
季
」
に
お
け
る
中
原
中
也
、
中
原
中
也
に
お
け
る

「
四
季
」
（３
）
―
―
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第
二
次

「
四
季
」
に
と
っ
て
中
原
中
也
の
存
在
意
義
と
は
何
だ
っ
た
か
―
―

「
四
季
」
に
お
け
る
中
原
中
也
、
中
原
中
也
に
お
け
る

「
四
季
」
（３
）
―
―

を
及
ぼ
し
た

「
「
四
季
」
派
の
本
質
」
の
な
か
で
、
「
四
季
派
」
の
詩
人
た
ち

の
内
部
に
は

「
西
欧
的
近
代
意
識
と
日
本
的
伝
統
意
識
と
が
、
あ
ま
り
矛

盾

・
対
立

。
葛
藤
を
経
ず
に
原
始
的
な
形
で
併
存
し
て
い
た
」
こ
と
を
指
摘

し
て
い
る
。
こ
う
し
た

「
四
季
派
」
の
性
質
を
中
原
も
ま
た
多
分
に
持

っ
て

い
た
こ
と
は
、
中
原
が
ラ
ン
ボ
ー
の
翻
訳
者
と
し
て
知
ら
れ
る

一
方
、
数
多

く
の
文
語
定
型
詩
を
残
し
て
い
る
こ
と
よ
り
明
ら
か
だ
。
し
か
し
、
そ
の

「
四
季
派
」
と
し
て
の
性
質
を
覆
い
隠
し
て
し
ま
う
ほ
ど
の
個
性
が
、
中
原

の
詩
に
は
あ

っ
た
。
そ
の
個
性
の

一
端
が
、
中
原
の
詩
に
お
け
る

「人
生
」

や

「生
活
」
の
取
り
込
み
方
に
み
ら
れ
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
確
認
し
て
き

た
通
り
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
個
性
こ
そ
、
中
原
は
第
二
次

「
四
季
」
に

お
い
て
異
質
だ

っ
た
、
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
わ
た
し
た
ち
に
抱
か
せ
て
い
る

最
大
の
要
因
な
の
だ
ろ
う
。

中
原
を
異
質
な
存
在
と
と
ら
え
て
い
た
の
は
、
当
の
第
二
次

「
四
季
」
同

人
た
ち
も
同
じ
で
あ
る
。
異
質
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
中
原
の
詩
は

「
四
季
」

同
人
た
ち
か
ら
し
ば
し
ば
批
判
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
、
立
原
道
造
が
中
原
没

後
、
そ
の
詩
を
次
の
よ
う
に
批
判
し
た
こ
と
は
今
日
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

心
の
あ
り
方
を
そ
の
ま
ま
に
う
た
ひ
は
し
た
が
、
あ
な
た
は
す
べ
て

の

「
な
ぜ
？
」
と

「
ど
こ
か
ら
？
」
と
に
は
執
拗
に
盲
目
で
あ

つ
た
。

孤
独
な
魂
は
告
白
も
し
な

つ
た
。
そ
の
孤
独
は
告
白
な
ど
む
な
し
い
と

知
り
す
ぎ
て
ゐ
た
。
た
だ
孤
独
が
病
気
で
あ
り
、
苦
し
み
が
う
た
に
な

つ
た
。
だ
か
ら
、
そ
の
う
た
は
た
い
へ
ん
に
自
然
で
あ
る
。
し
か
し
、

決
し
て
僕
に
対
話
は
し
な
い
。
僕
の
考

へ
て
ゐ
る
言
葉
で
の
孤
独
な
詩

と
は
た
い
へ
ん
に
と
ほ
い
。

「
孤
独
が
病
気
で
あ
り
、
苦
し
み
が
う
た
に
な

つ
た
」
中
原
の
詩
。
そ
の

「
う
た
」
が
他
者
に
何
か
を
伝
え
る
よ
う
な

「告
白
」
と
な

っ
て
い
な
い
こ

と
。
確
か
に
、
先
に
取
り
上
げ
た

「
わ
が
半
生
」
で
も
、
「随
分
苦
労
し
て

来
た
」
と
い
う
過
去
の
記
憶
が
歌
わ
れ
て
い
る
も
の
の
、
「
私
」

は
そ
の

「苦
労
」
に
つ
い
て

「
語
ら
う
な
ぞ
と
は
つ
ゆ
さ
へ
思
は
」
ず
、
コ
ロ白
」
す

る
こ
と
を
拒
否
し
て
し
ま

っ
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、
中
原
の
詩
に

「
対

話
」
が
感
じ
ら
れ
な
い
と
い
う
立
原
の
指
摘
は
、
あ
な
が
ち
間
違
い
と
は
い

い
き
れ
な
い
。

も
と
も
と
立
原
は
、
「
四
季
」
第

一
八
号
に
発
表
し
た

「
或
る
不
思
議
な

よ
ろ
こ
び
に
」
の
エ
ピ
グ
ラ
フ
に

『山
羊
の
歌
』
所
収
の

「無
題
」
の

一
部

を
掲
げ
た
り
、
第
九
号
掲
載
の
中
原
の
詩

「倦
怠
」
を

一
九
二
五
年
九
月
四

日
付
柴
岡
亥
佐
雄
宛
書
簡
に
引
用
し
て

「
こ
の
詩
の
三
行
が
僕
の
心
情
で
あ

つ
た
」
と
書
い
た
り
す
る
ほ
ど
、
中
原
の
詩
に
シ
ン
パ
シ
ー
を
感
じ
て
い

た
。
そ
の
立
原
が
右
の
よ
う
に
中
原
を
批
判
し
た
こ
と
に
は
、
詩
に
対
す
る

立
原
自
身
の
志
向
性
の
変
化
が
示
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
わ
た
し
は
こ
こ
で
立
原
に
よ
る
中
原
批
判
の
中
身
や
立
原
自
身

の
志
向
性
の
変
化
を
問
題
に
し
た
い
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
注
目
し
た
い
の

は
、
こ
の
よ
う
な

「
四
季
」
同
人
に
よ
る

「
四
季
」
同
人
批
判
が

「
四
季
」

誌
上
で
展
開
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
こ
の
批
判
を
読
み
、
第
二

次

「
四
季
」
の
読
み
手
で
も
あ
り
書
き
手
で
も
あ

っ
た
詩
人
た
ち
は
、
果
た

し
て
何
を
思

っ
た
だ
ろ
う
か
。
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三
好
達
治
も
ま
た
、
立
原
と
同
じ
く
中
原
を
激
し
く
批
判
し
た

「
四
季
」

同
人
の
ひ
と
り
で
あ
る
。
三
好
は
、
中
原
の
詩
の
い
く

つ
か
に
は
高
い
評
価

を
示
し
た
が
、
中
原
の
詩
業
全
体
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
評
価
し
て
い
な
か

っ

た
。
三
好
が
も

っ
と
も
激
し
く
中
原
の
詩
を
批
判
し
た
の
は
、
『
在
り
し
日

の
歌
』
刊
行
後
ま
も
な
く

「帝
国
大
学
新
聞
」
に
掲
載
さ
れ
た
詩
時
評

「
ぶ

つ
く
さ
」
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
三
好
は
、
「私
の
好
み
か
ら
い
へ
ば
私
は

こ
の
や
う
な
傾
向
の
詩
人
を
特
に
偏
愛
す
る
の
に
は
甚
だ
躊
躇
を
覚
え
る
」

と

つ
ぶ
や
き
な
が
ら
、
『
在
り
し
日
の
歌
』
所
収
の

「夏
の
夜
に
覚
め
て
み

た
夢
」
を
次
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
る
。

こ
ん
な
風
の
レ
ア
リ
ズ
ム
を
、
主
観
の
と
ぼ
け
た
対
象

へ
の
捕
は
れ

方
を
、
私
は
や
は
り
非
詩
と
し
て
、
根
こ
そ
ぎ
の
否
定
を
以
て
否
定
し

な
い
で
は
ゐ
ら
れ
な
い
。
「
在
り
し
日
の
歌
」
の
著
者
は
、
そ
の
異
常

な
体
質
と
、
そ
の
異
常
に
執
拗
な
探
究
力
と
で
、
ま
こ
と
に
奇
異
な
詩

的
世
界
ま
で
踏
み
こ
ん
だ
詩
人
だ

つ
た
が
、
彼
に
は

つ
ひ
に
最
後
ま

で
、
極
め
て
初
歩
的
な
認
識
不
足
―
―
外
部
か
ら
は
窺
知
し
が
た
い
宿

命
的
な
、
そ
れ
が
彼
の
長
所
で
も
あ

つ
た
不
思
議
に
執
拗
な
独
断
に
根

ざ
し
た
、
そ
の
認
識
不
足
か
ら

つ
ひ
に
救
は
れ
ず
に
終

つ
た
や
う
で
あ

Ｚ
つ
。

三
好
が

「非
詩
と
し
て
、
根
こ
そ
ぎ
の
否
定
を
以
て
否
定
し
な
い
で
は
ゐ

ら
れ
な
い
」
と
す
る

「夏
の
夜
に
覚
め
て
み
た
夢
」
の
初
出
は
、　
一
九
三
五

年
九
月
発
行
の

「
四
季
」
第

一
一
号
。

つ
ま
り
三
好
は
、
「夏
の
夜
に
覚
め

て
み
た
夢
」
と
い
う
作
品
を
批
判
し
な
が
ら
、
「
四
季
」
に
お
け
る
中
原
の

詩
活
動
を
も
同
時
に

「根
こ
そ
ぎ
の
否
定
を
以
て
否
定
し
」
て
い
る
の
で
あ

る
。
お
そ
ら
く
三
好
は
、
第
二
次

「
四
季
」
に
中
原
の
詩
は
似

つ
か
わ
し
く

な
い
と
考
え
て
い
た
の
だ
。
だ
か
ら
こ
そ
、
三
好
は
右
の
よ
う
に
激
し
い
口

調
で
中
原
の
詩
を
批
判
し
た
の
だ
ろ
う
。

「
四
季
」
同
人
た
ち
か
ら
批
判
さ
れ
る
中
原
の
詩
。
時
に
そ
の
詩
は

「非
詩

と
し
て
、
根
こ
そ
ぎ
の
否
定
を
以
て
否
定
」
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
。
も
し
あ

る
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
こ
そ
第
二
次

「
四
季
」
に
と

っ
て
の
中
原
中
也
の
存

在
意
義
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

複
数
の

「
四
季
」
同
人
が
中
原
の
詩
を
否
定
す
る
こ
と
で
、
中
原
的
で
な

い
詩
を

「
四
季
」
は
志
向
す
る
、
と
い
う
雰
囲
気
が
第
二
次

「
四
季
」
の
内

部
に
形
成
さ
れ
て
い
く
。
そ
の
よ
う
な
雰
囲
気
は
、
神
保
光
太
郎
ら
の
言
説

や
当
時
の
時
代
状
況
な
ど
と
相
侯

っ
て
、
や
が
て

「
四
季
」
同
人
た
ち
を
ひ

と

つ
の
方
向

へ
と
導
い
て
い
く
だ
ろ
う
。
そ
の
方
向
の
延
長
線
上
に
、　
一
九

二
六
年
の
同
人
改
編
の
こ
ろ
か
ら
み
ら
れ
始
め
た

「
四
季
派
」
の
イ
メ
ー
ジ

が
確
立
し
て
い
く
、
と
い
っ
て
は
牽
強
付
会
で
あ
る
だ
ろ
う
か
。

も
ち
ろ
ん
こ
の
こ
と
は
、
中
原
没
後
の

「
四
季
」
の
展
開
を
視
野
に
入
れ

て
、
よ
り
慎
重
に
再
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
少
な
く
と
も
自
分

た
ち
の
内
部
よ
り
中
原
を
排
除
し
な
け
れ
ば
、
第
二
次

「
四
季
」
が
自
己
イ

メ
ー
ジ
を
確
立
で
き
な
か

っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
の
こ
と
を
具
体
的

に
示
し
て
い
る
の
が
、　
一
九
四

一
年
二
月
に
山
雅
房
よ
り
出
版
さ
れ
た
丸
山

薫
編

『
四
季
詩
集
』
で
あ
る
。

こ
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
に
は
、
三
好
、
丸
山
、
朔
太
郎
ら
は
も
ち
ろ
ん
、
第

第
二
次

「
四
季
」
に
と
っ
て
中
原
中
也
の
存
在
意
義
と
は
何
だ
っ
た
か
―
―

「
四
季
」
に
お
け
る
中
原
中
也
、
中
原
中
也
に
お
け
る

「
四
季
」
（３
）
―
―
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第
二
次

「
四
季
」
に
と
っ
て
中
原
中
也
の
存
在
意
義
と
は
何
だ
っ
た
か
―
―

「
四
季
」
に
お
け
る
中
原
中
也
、
中
原
中
也
に
お
け
る

「
四
季
」
（３
）
―
―

二
回
中
原
中
也
賞
を
受
賞
し
た
高
森
文
夫
や

一
九
二
九
年

に
没
し
た
立
原
な

ど
、
計
二
四
名
の

「
四
季
」
同
人
た
ち
の
作
品
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
同
書

の

「
後
記
」
に

「
後
進

の
人
々
の
う
ち
に
人
選
を
洩
れ
た
主
要
な
方
々
も
定

め
し
あ
ら
う
と
思
ふ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
「
後
進
」
な

ら
ぬ
先
進
の
詩
人
は
す
べ
て
網
羅
し
た
、
と
い
う
意
識
が
編
者
の
丸
山
薫
に

は
あ

っ
た
よ
う
だ
。
ま
た
、
同
じ

「
後
記
」

に
は
、
「
人
選
に
当

つ
て
は
、

「
麺
麹
詩
集
」
及
び

「
コ
ギ
ト
詩
集
」
と
の
抵
触
を
避
け
る
た
め
に
、
北
川
、

田
中
の
二
君
と
相
談
し
た
」
と
も
書
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
「麺
犯
」
「
コ

ギ
ト
」
い
ず
れ
の
同
人

で
も
な
か

っ
た
初
期
の
第
二
次

「
四
季
」

で
活
躍
し

た
先
進
の
詩
人
、
中
原
中
也

の
詩
は
、
「
四
季
」

の
名
を
冠
し
た
こ
の
ア
ン

ソ
ロ
ジ
ー
に
収
録
さ
れ
な
か

っ
た
。
（了
）

圧̈
（１
）
　

小
川
和
佑

『
「
四
季
」
と
そ
の
詩
人
』
有
精
堂
出
版
、
一
九
六
二
年

一
二

月
、
二
―
三
頁
。

（２
）
　

丸
山
薫

「
「
四
季
」
発
足
の
頃
な
ど
」
、
「
四
季
」
複
刻
版
　
別
冊
解
説
』

日
本
近
代
文
学
館
、　
一
九
八
六
年
二
月
第
二
版
、
二
頁
。

（３
）
　

一二
好
達
治

「燈
下
言
」
、
「
四
季
」
第
二
号
、
四
季
社
、　
一
九
三
四
年

一

一
月
、
五
八
頁
。

（４
）
　

堀
辰
雄

「『
四
季
』
発
刊
の
辞
」
、
「限
定
出
版
江
川
書
房

。
四
季
社
月
報
」

第
七
号
、
江
川
董
房
、　
一
九
三
二
年
五
月
、
五
〇
頁
。

（５
）
　

小
川
和
佑
、
前
掲
書

（１
）
、
七
頁
。

（６
）
　

同
右
、　
三
二
頁
。

（７
）
　

三
好
達
治

「を
ち
こ
ち
人
」
終
回
、
「新
潮
」
第
五
八
巻
第

一
二
号
、
新

潮
社
、　
一
九
六

一
年

一
二
月
、
二
二
頁
。

（８
）
　

拙
稿

「中
原
中
也
、
そ
の
文
学
的
出
発
―
―

「朝
の
歌
」
か
ら

「白
痴

群
」
創
刊
前
後
ま
で
―
―
」、
「
日
本
文
学
研
究
」
第
二
九
号
、
梅
光
学
院

大
学
日
本
文
学
会
、
二
〇
〇
四
年

一
月
参
照
。

（９
）
　

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
別
の
機
会
に
も
考
え
た
こ
と
が
あ
る
。
拙
稿

「
四
季
」
同
人
に
な
っ
た
中
原
中
也
」
、
「
四
季
派
学
会
会
報
」
第
二
七

号
、
四
季
派
学
会
大
阪
事
務
局
、
二
〇
〇

一
年
四
月
参
照
。

（１０
）
　

水
□
洋
治

『堀
辰
雄
と
開
か
れ
た
窓

『
四
季
Ｌ

竹
林
館
、
二
〇
〇

一

年
四
月
、
七
五
頁
。

同
右
、
同
頁
。

「
四
季
消
息
」
、
「
四
季
」
第

一
五
号
、
四
季
社
、　
一
九
二
六
年
二
月
、

五
九
頁
。

小
川
和
佑
、
前
掲
書

（１
）、
三
六
頁
。

神
保
光
太
郎

「後
記
」
、
「
四
季
」
第

一
六
号
、
四
季
社
、　
一
九
二
六
年

二
月
、
六
四
頁
。
ち
な
み
に
、
三
好
達
治
は
神
保
の

「
四
季
」
同
人
加
入

に
つ
い
て

「神
保
光
太
郎
君
は
彼
独
自
に
、
君
ら
の
仲
間
に
加
は
ら
ん
と

欲
す
る
希
望
を
も
つ
、
と
私
に
告
げ
た
。
よ
ろ
し
か
ら
う
、
と
私
は
答
へ

た
」
と
述
べ
て
い
る
。
前
掲
文

（７
）、
三
二
―
二
三
頁
。

神
保
光
太
郎
、
前
掲
文

（１４
）ヽ

六
四
頁
。

津
村
信
夫

「後
記
」、
前
掲
書

（１４
）
、
六
五
頁
。

伊
藤
信
吉

「解
説
」、
前
掲
書

（２
）、　
一
〇
頁
参
照
。

同
右
、
同
頁
。

中
村
真

一
郎

「堀
辰
雄
と
四
季
派
」
、
『
日
本
の
近
代
詩
』
読
売
新
聞
社
、

一
九
六
七
年

一
二
月
、
二
七
四
頁
。
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（２０
）
　

津
村
信
夫

「後
記
」
、
「
四
季
」
第

一
八
号
、
四
季
社
、　
一
九
二
六
年
五

月
、
七
四
頁
。

（２‐
）
　

山
岸
外
史

「虚
無
と
英
雄
主
義
」
、
「
コ
ギ
ト
」
第
四
八
号
、
コ
ギ
ト
発

行
所
、　
一
九
二
六
年
五
月
、　
一
一
頁
。

（２２
）
　

「歴
程
由
来
記
」
、
「歴
程
」
第
二
号
、
歴
程
社
、　
一
九
二
六
年
二
月
、

四
四
頁
。

（２３
）
　

伊
藤
信
吉

「解
説
　
全
二
十
六
冊
の
年
月
」
、
「
歴
程
」
戦
前
版

（昭

和
十
年
五
月
～
十
九
年
二
月
）
複
刻
版
　
別
冊
解
説
』
日
本
近
代
文
学

館
、　
一
九
八
五
年

一
〇
月
、　
〓

一頁
。

（
２８
）

同
右
、
同
頁
。

同
右
、
同
頁
。

同
右
、　
三
二
頁
。

伊
藤
信
吉

「『歴
程
』
に
つ
い
て
の
二
章
」
『逆
流
の
中
の
歌
　
詩
的
ア

ナ
キ
ズ
ム
の
回
想
』
泰
流
社
、　
一
九
七
七
年

一
〇
月
、
二
五
九
頁
。

小
林
秀
雄

「中
原
中
也
の

「山
羊
の
歌
Ｌ
、
「文
学
界
」
第
二
巻
第

一

号
、
文
圃
堂
書
店
、　
一
九
二
五
年

一
月
、
八
九
頁
。

（２９
）
　

吉
本
隆
明
「
四
季
」
派
の
本
質
―
―
三
好
達
治
を
中
心
に
―
―
」
、
「文

学
」
第
二
六
巻
第
四
号
、
岩
波
書
店
、　
一
九
五
八
年
四
月
、
四
九
〇
頁
。

（３０
）
　

中
原
の

「伝
統
」
に
対
す
る
意
識
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

「
璽
曰く
」
行

為
の
背
後
に
あ
る
も
の
―
―
宮
沢
賢
治
と
中
原
中
也
―
―
」
、
「
日
本
近
代

文
学
」
第
六
八
集
、
日
本
近
代
文
学
会
、
二
〇
〇
三
年
五
月
参
照
。

（３‐
）
　

立
原
道
造

「別
離
」
、
「
四
季
」
第
二
七
号
、
四
季
社
、　
一
九
二
八
年
五

月
、
五
七
頁
。

（３２
）
　

『暁
と
夕
の
詩
』
（風
信
子
詩
社
、　
一
九
三
七
年

一
二
月
）
で

「失
な
は

れ
た
夜
に
」
と
改
題
。
詩
集
で
は
エ
ピ
グ
ラ
フ
は
削
除
さ
れ
て
い
る
。

（３３
）
　

『立
原
道
造
全
集
』
第
五
巻
、
角
川
書
店
、　
一
九
七
三
年
二
月
、　
一
四

七
頁
。
な
お
、
こ
の
書
簡
が
立
原
の
文
章
に
中
原
の
名
前
が
み
ら
れ
る
最

初
で
あ
る
が
、
句
読
点
の
異
同
な
ど
か
ら
、
中
原
の
詩
は
萩
原
朔
太
郎

「詩
壇
時
感
」
∩
四
季
」
第

一
〇
号
、　
一
九
二
五
年
八
月
）
か
ら
引
用
さ

れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（３４
）
　

一二
好
達
治

「
ぶ
つ
く
さ
」
、
「帝
国
大
学
新
聞
」

一
九
二
八
年
五
月
二
三

口
口
。

（３５
）
　

同
右
。

（３６
）
　

初
出
時
の
題
名
は

「夏
の
夜
に
覚
め
て
見
た
夢
」。

（３７
）
　

丸
山
薫

「後
記
」
、
『
四
季
詩
集
』
山
雅
房
、　
一
九
四

一
年
二
月
、
三
二

七
頁
。

（３８
）
　

同
右
、
同
頁
。
な
お
、
「北
川
」
は
北
川
冬
彦
、
「
田
中
」
は
田
中
克
己
。

※
本
稿
は
、
「
日
本
文
学
研
究
」
第
四
四
号

（梅
光
学
院
大
学
、
二
〇
〇
九
年

一

月
）
掲
載
の

「第
二
次

「
四
季
」
創
刊
前
後
の
中
原
中
也
―
―

「
四
季
」
に
お

け
る
中
原
中
也
、
中
原
中
也
に
お
け
る

「
四
季
」
（１
）
―
―
」
、
お
よ
び

「論

集
」
第
四
三
号

（梅
光
学
院
大
学
、
二
〇

一
〇
年

一
月
発
行
予
定
）
掲
載
の

「
在
り
し
日
の
歌
』
非
収
録
の
第
二
次

「
四
季
」
発
表
詩
篇
か
ら
み
え
て
く
る

も
の
―
―

「
四
季
」
に
お
け
る
中
原
中
也
、
中
原
中
也
に
お
け
る

「
四
季
」

（２
）
―
―
」
の
続
稿
で
あ
る
。
ご
併
読
い
た
だ
け
れ
ば
幸
甚
で
あ
る
。
ま
た
、

本
稿
は
二
〇
〇
九
年
度
四
季
派
学
会
夏
季
大
会

。
日
本
現
代
詩
研
究
者
国
際

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
合
同
研
究
会
で
の
口
頭
発
表
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
会
場
内

外
で
貴
重
な
ご
教
示
を
賜

っ
た
諸
氏
に
感
謝
申
し
上
げ
る
。
な
お
、
中
原
中
也

の
文
章
は
、
角
川
書
店
版

『新
編
中
原
中
也
全
集
』
を
本
文
と
し
、
適
宜
各
掲

載
誌
を
参
照
し
た
。
引
用
に
際
し
、　
一
部
を
除
い
て
旧
字
体
は
新
字
体
に
あ
ら

た
め
、
ル
ビ
は
省
略
し
た
。
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第
二
次

「
四
季
」
に
と
っ
て
中
原
中
也
の
存
在
意
義
と
は
何
だ
っ
た
か
―
―

「
四
季
」
に
お
け
る
中
原
中
也
、
中
原
中
也
に
お
け
る

「
四
季
」
（３
）
―
―
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