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卒
直
に
言
っ
て
、
大
き
な
恐
怖
感
を
持
た
ず
に
詩
や
和
歌
を
創
る
事
は
私
に

は
出
来
な
い
。
．
そ
れ
は
、
才
能
が
無
い
こ
と
を
意
識
す
る
事
や
、
人
々
が
何
と

思
う
か
、
ど
う
読
む
か
の
不
安
も
あ
る
が
、
そ
れ
以
上
に
恐
し
い
こ
と
は
、
自

分
の
気
持
が
あ
ま
り
に
露
に
な
る
事
や
、
自
分
の
世
界
が
あ
ま
り
に
狭
い
事
へ

の
恐
怖
で
あ
る
。
論
文
を
書
い
た
り
、
人
と
話
し
た
り
す
る
時
は
、
何
も
不
安

は
感
じ
な
い
が
、
一
度
詩
歌
の
創
作
に
む
か
う
時
、
不
安
や
た
め
ら
い
が
一
度

に
こ
み
上
げ
て
く
る
。
こ
の
事
を
裏
返
し
て
云
え
ば
、
詩
歌
は
自
己
の
最
も
素

直
な
心
情
を
写
す
も
の
で
あ
り
、
自
分
の
住
む
世
界
（
そ
れ
は
環
境
、
教
養
等

か
ら
世
界
観
迄
）
か
ら
一
歩
も
出
る
事
の
出
来
な
い
見
え
な
い
鏡
で
あ
る
と
云

え
よ
う
。
私
の
こ
の
よ
う
な
思
い
は
、
そ
の
ま
ま
上
代
歌
謡
に
ま
で
遡
れ
る
と

思
う
の
で
あ
る
。
又
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
歌
謡
を
研
究
し
歌
謡
を
味
わ
う
こ
と

の
意
味
が
あ
る
の
で
、
も
し
、
小
説
や
幻
想
の
類
で
あ
る
な
ら
、
我
々
は
屡
気
楼

を
追
い
求
め
て
い
る
砂
漠
の
旅
人
の
よ
う
に
あ
て
ど
も
な
く
さ
迷
う
事
に
な
ろ

う
。
記
紀
歌
謡
を
作
り
歌
い
伝
え
た
人
達
も
、
私
達
以
上
に
彼
等
の
住
む
世
界

を
一
歩
も
出
る
事
は
出
来
な
か
っ
た
。
私
達
は
そ
れ
で
も
若
干
は
自
ら
を
偽
り

夢
想
す
る
事
が
出
来
る
。
見
ぬ
物
を
語
り
、
理
想
の
世
界
を
歌
う
。
然
し
古
代
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日
本
人
は
自
分
達
の
ま
わ
り
を
歌
い
、
実
際
見
て
、
手
に
捕
え
る
事
の
出
来
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〈
二
〉

物
し
か
歌
わ
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
古
代
日
本
人
の
想
像
力
の
低
さ
に
つ

い
て
は
屡
々
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
も
や
は
り
狭
い
自
生
の
周
囲
か
ら

抜
け
出
る
事
の
出
来
な
か
っ
た
事
を
意
味
す
る
と
思
う
。
古
代
日
本
人
が
何
を

見
、
何
を
歌
っ
た
か
は
歌
詞
を
調
べ
れ
ば
分
る
し
、
ど
の
よ
う
に
歌
っ
た
か
を

見
れ
ば
、
、
古
代
日
本
人
の
精
神
が
よ
く
分
る
で
あ
ら
う
。
記
紀
歌
謡
に
は
様
々

な
も
の
が
歌
は
れ
て
い
る
。
神
が
、
天
皇
が
、
恋
人
同
志
が
、
兵
士
が
、
植
物

が
、
そ
し
て
こ
こ
に
見
よ
う
と
す
る
動
物
な
か
ん
ず
く
鳥
が
。
人
間
と
動
物
の

関
係
は
人
間
が
地
球
上
に
現
れ
た
時
か
ら
の
長
く
そ
し
て
深
い
も
の
で
あ
っ

た
。
今
日
で
も
動
物
は
人
間
の
食
料
で
あ
り
、
労
働
力
で
あ
り
、
更
に
友
人
で

．
あ
る
。
然
し
古
代
日
本
人
に
と
っ
て
動
物
は
そ
の
他
に
歌
の
大
き
な
題
材
で
あ

る
事
に
於
い
て
一
層
私
の
興
味
を
ひ
く
の
で
あ
る
。
実
際
に
ど
の
よ
う
に
歌
は

れ
て
い
た
か
、
そ
れ
を
先
ず
見
て
み
る
事
に
す
る
。
 
（
な
お
歌
詞
は
日
本
古
典

文
学
大
系
本
「
古
代
歌
謡
集
」
に
よ
っ
た
。
又
歌
詞
の
上
下
の
算
用
数
字
は
「

古
事
記
歌
謡
」
を
、
漢
数
字
は
「
日
本
書
紀
歌
謡
」
の
歌
番
号
を
示
す
も
の
と

す
る
。
）
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直

ノ

 
 
 
 
 
ぬ
え
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
き
ぎ
し
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
け

ω
 
青
山
に
鶴
は
鳴
き
ぬ
、
さ
野
つ
鳥
雑
は
響
む
 
庭
つ
鳥
鶉
は
鳴
く

 
 
て
の
鳥
も
打
ち
止
め
こ
せ
ね

 
 
 
 
 
 
う
ら
す
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
わ
ど
り
 
 
 
 
 
 
 
 
 
な
ど
り

㈲
 
我
が
心
 
浦
渚
の
鳥
ぞ
 
今
こ
そ
は
我
鳥
に
あ
ら
め
 
後
は
汝
鳥
に
あ
ら

 
 
む
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・
ふ
さ
 
 
 
 
 
疇

ω
 
沖
つ
鳥
 
胸
見
る
時
 
羽
叩
ぎ
も
 
こ
は
毛
並
は
ず
…
…
嶋
鳥
の
 
青

 
 
 
み
け
し
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
た
た

 
・
き
御
衣
を
 
ま
具
に
 
取
り
装
ひ
 
沖
つ
鳥
 
胸
見
る
時
 
羽
叩
ぎ
も

 
 
此
も
相
応
は
ず
…
…
沖
つ
鳥
胸
見
る
時
 
羽
叩
ぎ
も
此
し
良
う
し
…
…

 
 
回
り

 
 
群
鳥
の
 
我
が
群
れ
往
な
ぱ
 
引
け
鳥
の
 
我
が
引
け
往
な
ぱ

㈲
 
沖
つ
鳥
 
鴨
着
く
島
に
（
五
に
重
出
）

㈲
 
鴫
羅
張
る
：
…
・
我
が
待
つ
や
 
鴫
は
障
ら
ず
 
い
す
く
は
し
 
鯨
樟
る
。

 
 
（
七
）

 
 
し
た
だ
み

⑱
細
螺
の
い
這
ひ
廻
り
撃
ち
て
し
止
ま
む
（
八
）

働
 
島
つ
鳥
 
鵜
飼
が
伴
今
助
け
に
来
ね
（
十
二
）

 
 
あ
め
 
 
 
つ
つ
 
 
 
 
 
 
し
と
と

㈲
．
胡
鳶
鶴
暢
 
千
鳥
ま
．
臨
 
何
ど
開
け
る
利
目

 
 
 
 
 
 
 
 
 
憾

鋤
 
と
か
ま
に
 
さ
渡
る
鵠

㈱
 
濱
つ
卸
尉
 
濱
よ
は
行
か
ず
 
磯
傳
ふ

㈱
 
鳩
鳥
の
 
淡
海
の
海
（
二
十
九
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
み
ほ
ど
り

働
 
ご
の
蟹
や
 
何
虎
の
蟹
 
百
傳
ふ
 
角
鹿
の
蟹
 
鳩
鳥
の
潜
き
息
づ
さ

㈲
 
上
つ
枝
は
 
鳥
居
枯
ら
し
（
三
十
五
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
ほ
さ
ざ
き

㈲
三
三
の
日
の
御
子
大
回
大
仁
（
人
名
）

㈲
 
山
城
に
 
い
及
け
鳥
山
（
五
十
二
）

㈹
，
御
諸
の
そ
の
高
城
な
る
大
章
古
が
原
次
猪
子
が
腹
に
あ
る
肝

 
向
か
ふ
 
心
を
だ
に
か
…
…

㈹
 
射
尉
の
 
わ
が
王
の
織
う
す
服
 
誰
が
料
う
か
も
（
五
十
九
）

 
 
 
 
 
 
 
は
や
ぶ
さ

㈹
 
高
行
く
や
 
速
総
別
の
 
御
言
が
料
（
五
十
九
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
さ
ぎ
き

㈱
雲
雀
は
 
天
に
翔
る
 
高
行
く
や
 
速
総
別
鵤
鶴
捕
ら
さ
ね
（
六
十
）

㈲
 
そ
ら
み
つ
 
大
和
の
國
に
 
雁
卵
産
む
と
聞
く
や
（
六
十
二
）

㈱
 
大
和
の
國
に
 
雁
卵
産
と
 
い
ま
だ
聞
か
ず
（
六
十
三
）
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㈱
 
汝
が
御
子
や
 
遂
に
知
ら
む
と
 
雁
は
卵
産
ら
し

㈱
 
波
佐
の
山
の
 
鳩
の
 
下
泣
き
に
泣
く
（
七
十
一
）

㈲
天
飛
ぶ
、
尉
も
使
そ
麟
が
音
の
聞
え
蒔
は

 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
き
が
ひ

㈱
阿
比
泥
の
濱
の
 
颯
則
に
 
足
踏
ま
す
な
，

 
 
し
し
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
む

㈱
 
…
馴
伏
す
と
…
…
獣
待
つ
と
…
…
手
勝
に
 
輯
掻
き
着
き

 
あ
き
つ
 
 
 
 
 
 
 
あ
き
つ
し
ま

 
蜻
蛉
早
咋
ひ
…
…
蜻
蛉
島
と
ふ
（
七
十
五
）

 
 
 
 
 
 
 
し
し
 
 
 
や
み
し
し

㈱
 
遊
ば
し
し
 
猪
の
 
病
猪
の
 
吼
き
恐
み
（
七
十
六
）

 
 
あ
り
き
ぬ

㈹
 
筥
衣
の
 
三
重
の
子
が

國
魏
ら
麟
領
巾
三
陸
け
て
騰
ば
齢
暑
き
合
へ
「

 
集
り
み
て

 
 
 
 
 
 
 
修

，
鵬
 
遊
び
来
る
 
鮪
が
鰭
手
に
 
妻
立
て
り
見
ゆ
（
八
十
七
）

幡
 
大
魚
よ
し
 
鮪
突
く
海
人
よ
…
」
：
鮪
突
く
志
四

四
 
濱
づ
千
鳥
よ

1
尉
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＋
五
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の
 
蜘
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の
行
ひ

（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゼ
＋
九
 
月
回
ら
ふ
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の
八
コ
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惜
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も
な
し

（ ¢
 
ぬ
ば
た
ま
の
甲
斐
の
黒
駒
鞍
着
せ
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命
死
な
ま
し
 
甲
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駒
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漁
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子
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鳴
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な
り
野
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鳥

（ 
 
難
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響
む
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D
臣

孕
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嘆
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百
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遠
方
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
ま
し
し

小
猿
米
焼
く
 
米
だ
に
も
 
食
げ
て
通
ら
せ
 
山
羊
の

 
 
 
 
 
 
と
よ
も

淺
野
の
雅
 
・
響
さ
ず
、

 
 
 
 
に

山
川
に
 
鴛
鴛
二
つ
居
て

我
は
渡
し
か
ど

 
 
と
よ

人
そ
響
も
す

 
鉗
着
け
吾
が
飼
ふ
駒
は
 
引
き
出
せ
ず
吾
が
飼
ふ
駒
を
 
人
見
つ

ら
む
か

射
ゆ
嶽
を
 
つ
な
ぐ
川
辺
の

尾
上
田
を
 
雁
雁
の
食
ら
ふ

み
吉
野
の
 
吉
野
の
鮎
 
鮎
こ
そ
は
 
島
辺
も
良
き
、

翻
の
 
い
行
き
遮
る
 
眞
葛
原

 
以
上
記
紀
歌
謡
が
い
か
な
る
動
物
を
、
如
何
な
る
形
で
歌
い
込
ん
で
い
る
か

を
挙
げ
て
み
た
。
こ
れ
を
も
う
少
し
整
理
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

 
 
 
 
 
ぬ
え
・
 
き
ぎ
し
 
 
か
け
 
 
 
そ
に
ど
り
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
め

鳥
の
名
 
 
鶴
 
 
難
 
 
鶉
 
 
鵡
 
鳥
・
鴨
 
 
鴫
 
 
鵜
 
 
胡
鴛

 
 
つ
つ
 
 
 
 
 
 
し
と
と
 
 
く
び
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
き
ざ
き

 
 
鶴
暢
 
千
鳥
 
 
鵬
 
 
鵠
 
 
鳩
鳥
 
 
雲
雀
 
 
驚
鶴
 
 
雁

 
 
 
 
 
 
 
う
づ
ら
と
り

 
 
鳩
 
 
鶴
 
 
鶉
鳥
 
 
雀

枕
詞
 
さ
野
つ
鳥
↓
雑

 
つ
鳥
↓
鴫

昆魚隙人比
虫貝名名喩

庭
つ
鳥
↓
鶏
 
島
つ
鳥
↓
鵜
 
嶋
鳥
の
↓
淡
海
沖

 
こ
う
整
理
す
る
と
、

し
か
も
、

比
喩
、
枕
詞
、
枕
詞
的
序
詞
、
人
名
、

そ
の
観
察
と
愛
情
が
極
め
て
こ
ま
や
か
で
あ
っ
た
事
が
分
る
。
私
は
こ
こ
で
古

代
日
本
人
が
鳥
に
対
し
て
如
何
な
る
気
持
で
接
し
て
い
た
か
、
も
し
く
は
鳥
の

歌
い
込
み
方
か
ら
上
代
人
の
精
神
を
探
っ
て
み
た
い
と
思
う
。
上
代
に
於
い
て

植
物
は
食
物
、
建
築
材
料
又
は
祭
祀
関
係
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
事
は
屡
々
指
摘

 
 
く
三
V

さ
れ
る
所
で
あ
る
が
、
鳥
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
各
々
の
歌
謡
に
つ
い

て
調
べ
て
み
る
。

ω
 
で
は
鵯
、
矩
、
鶉
が
山
、
野
、
庭
を
代
表
す
る
鳥
と
な
り
、
萬
葉
集
で
は

そ
の
鳴
声
を
「
う
ら
な
く
」
や
「
嘆
く
」
と
い
っ
て
い
る
鶴
も
錐
、
鶉
と
同
様

こ
の
場
合
は
夜
明
け
を
告
げ
る
鳥
と
し
て
歌
わ
れ
て
い
る
。
し
か
も
三
段
に
分

け
て
遠
景
か
ら
漸
次
眼
前
ま
で
聞
く
者
を
ひ
き
つ
け
る
描
写
は
巧
み
で
あ
る
。

㈲
 
で
は
自
分
の
心
の
動
揺
を
「
浦
渚
の
鳥
」
で
、
自
由
き
ま
ま
な
身
で
あ
る

意
を
「
我
鳥
」
で
、
相
手
の
意
に
従
う
心
を
「
汝
鳥
」
で
、
讐
喩
し
て
い
る
。

ω
 
で
は
「
沖
つ
鳥
」
で
胸
の
突
き
出
て
い
る
水
鳥
が
（
恐
ら
く
は
鴨
で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ
る
）
首
を
曲
げ
て
口
ば
し
を
胸
に
突
き
込
む
仕
草
を
喚
起
さ

浦
回
の
鳥
 
我
鳥
 
汝
鳥
 
沖
つ
鳥
 
群
鳥
 
引
け
鳥

大
雀
 
鳥
山
 
女
鳥
 
速
総
別

鯨
猪
馬
猿
山
羊

蟹
 
蠣
貝
 
鮪
 
鰻
白
玉
 
鮎

虻
 
蜻
蛉
篇
蜘
蛛

 
 
 
 
 
 
一
目
瞭
然
で
あ
る
が
、
鳥
の
登
場
が
圧
倒
的
に
多
い
。

 
そ
の
鳥
の
歌
わ
れ
る
様
子
は
、
単
な
る
鳥
と
い
う
一
般
概
念
か
ら
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
と
様
々
の
形
で
詠
み
込
ま
れ
て
い
て
、
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せ
て
い
る
。
又
「
鳴
鳥
の
」
で
は
倭
名
類
聚
紗
に
「
爾
雅
集
注
云
嶋
暗
粧
囎
枇
覗

小
鳥
也
色
青
翠
糧
食
魚
」
と
あ
る
如
く
、
美
し
い
青
色
を
現
わ
し
て
い
る
。
又

「
群
鳥
の
」
は
讐
喩
と
同
音
の
利
用
で
「
群
れ
往
な
ば
」
に
か
か
り
、
一
羽
の

鳥
が
飛
び
立
つ
と
他
の
鳥
も
一
勢
に
飛
び
去
る
鳥
の
習
性
を
描
い
て
い
る
。
「

引
け
鳥
の
」
も
前
者
と
同
様
「
連
れ
立
っ
て
飛
ん
で
は
、
天
の
一
方
へ
去
っ
て

行
く
」
鳥
の
姿
で
あ
る
。

㈹
 
で
は
「
沖
つ
鳥
」
が
鴨
の
枕
詞
と
な
り
、
ω
の
「
さ
野
つ
鳥
」
や
「
庭
つ

鳥
」
の
如
く
或
種
の
鳥
の
棲
息
地
を
表
し
て
い
る
。
場
所
の
明
示
の
為
に
鳥
が

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
じ

歌
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
枕
詞
は
萬
葉
集
で
も
味
（
あ
ぢ
鴨
の
こ
と
）
と
鴨

に
掛
っ
て
い
る
し

 
沖
に
住
も
小
鴨
の
も
こ
ろ
八
尺
鳥

 
 
 
息
づ
く
妹
を
置
き
て
來
の
か
も
甜

を
見
て
も
、
か
な
り
「
沖
の
鳥
」
1
「
鴨
」
と
い
ヶ
観
念
が
固
ま
っ
て
い
る
事

を
示
し
て
い
る
。
．
所
が
ω
の
歌
で
は
「
沖
つ
鳥
胸
見
る
時
…
…
」
の
如
く
、
枕

詞
的
序
詞
の
役
割
を
果
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
鳥
の
仕
草
へ
の
着
目

と
棲
息
地
へ
の
着
目
と
の
違
い
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。
つ
い
で
に
述
べ
て
お

く
と
、
 
「
沖
つ
鳥
、
鴨
と
ふ
船
」
の
如
く
こ
の
枕
詞
の
萬
葉
集
三
八
六
六
、
三

八
六
七
に
於
け
る
概
念
的
用
法
や
書
紀
及
び
歌
経
標
式
に
重
出
さ
れ
て
い
る
事

実
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
よ
く
言
わ
れ
る
よ
う
に
こ
の
㈲
の
歌
謡
の
成
立
時
代

は
か
な
り
降
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

 
 
 
 
 
し
ぎ
わ
な

㈲
 
で
は
「
鴫
絹
」
を
張
っ
て
待
つ
う
ち
に
、
鴫
よ
り
大
物
の
久
治
良
が
思

い
が
け
な
く
か
か
っ
た
喜
び
、
を
描
き
前
段
を
な
し
て
い
る
。

ω
 
 
「
島
つ
鳥
」
は
明
ら
か
に
枕
詞
の
意
識
で
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
「
さ
野

つ
鳥
難
」
や
「
三
つ
鳥
鶉
」
と
同
様
、
鳥
の
住
ん
で
い
る
場
所
に
注
目
し
て
い

記
紀
歌
謡
に
歌
わ
れ
た
も
の
e
・
i
鳥
を
中
心
に
一

る
。
こ
れ
と
同
じ
く
鵜
に
か
か
る
用
例
は
萬
葉
に
も
見
出
さ
れ
る
。

㈹
 
「
胡
鷲
」
、
「
鶴
鵠
」
、
「
千
鳥
」
、
「
ま
鵬
」
は
大
久
米
の
命
の
「
利
目
」
を

鳥
の
目
の
鋭
さ
に
喩
え
て
具
体
的
に
示
し
て
い
る
し
、
同
時
に
一
種
の
韻
律
美

を
さ
え
導
き
出
し
て
い
る
。

㈱
 
「
濱
つ
千
鳥
」
は
「
沖
つ
鳥
」
「
島
つ
鳥
」
と
同
様
、
鳥
の
居
る
場
所
に

注
目
し
た
表
現
で
あ
る
。

㈱
 
「
鳴
鳥
の
」
は
日
本
書
紀
の
類
歌
（
四
二
）
に
於
て
直
接
「
か
づ
き
せ
な

」
に
か
か
っ
て
い
る
事
で
も
分
る
よ
う
に
、
カ
イ
ツ
ブ
リ
が
好
ん
で
水
に
も
ぐ

る
様
子
か
ら
生
れ
た
枕
詞
で
、
萬
葉
集
で
は
「
お
き
長
川
」
、
「
か
つ
し
か
わ
せ

」
「
ふ
た
な
ら
び
ゐ
」
「
な
つ
さ
ひ
ゆ
け
ば
」
等
に
掛
っ
て
い
る
。
記
紀
歌
謡

の
場
合
は
倭
名
抄
に
、

 
朧
鵬
 
郭
瑛
方
言
注
云
騰
鵬
襯
低
慰
撫
野
轟
小
眼
好
没
水
中
也
…
…

と
あ
る
の
が
大
い
に
参
考
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
嶋
鳥
の
様
子
が
愛

情
を
も
っ
て
細
か
く
見
ら
れ
て
い
る
。

 
㈲
、
㈲
、
㈹
、
㈹
、
㈱
馬
に
於
け
る
人
名
と
鳥
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
よ
く
、

分
ら
な
い
が
、
古
代
の
人
名
の
つ
け
方
を
さ
ぐ
る
手
掛
り
に
な
る
と
思
わ
れ
'

る
。㈱

 
の
歌
で
は
天
高
く
飛
び
か
け
る
「
雲
雀
」
が
「
速
総
別
」
へ
と
平
行
移
動

し
て
い
る
。
こ
の
場
合
も
、
一
種
の
場
所
を
意
識
し
た
発
想
で
あ
る
。

 
㈲
⑫
㈱
に
現
れ
る
「
雁
」
は
、
隠
自
身
に
対
す
る
興
味
よ
り
も
「
雁
が
卵
を

産
ん
だ
」
と
い
う
事
実
に
注
目
さ
れ
て
お
り
、
結
局
そ
れ
は
三
鷹
と
し
て
の
意

味
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
季
節
や
天
然
現
象
に
突
然
変
異
が
起
っ

た
場
合
、
そ
れ
を
兇
徴
と
み
る
か
鵬
翼
と
見
る
か
を
真
剣
に
占
っ
た
事
と
相
通

ず
る
も
の
で
あ
る
。

（5）



㈱
 
の
歌
に
於
け
る
「
鳩
」
程
記
紀
歌
謡
中
に
於
い
て
胸
を
打
つ
「
鳥
の
歌
い

込
み
方
」
は
な
い
。
一
度
聞
い
た
ら
忘
れ
ら
れ
ぬ
、
あ
の
鳩
の
く
く
も
り
声
は

「
下
泣
き
」
の
語
を
ま
こ
と
に
具
体
的
に
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
又
、
こ

の
歌
で
「
鳩
の
」
が
実
に
生
き
く
と
迫
っ
て
く
る
大
き
な
理
由
は
、
こ
の
歌

が
鳩
の
姿
よ
り
も
声
を
聞
い
て
い
る
事
で
あ
る
銑
こ
の
歌
謡
以
外
で
鳥
の
声
を

聞
い
て
い
る
情
景
は
、
ω
圃
及
び
（
軍
）
、
吻
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
日
本
書
紀

の
（
空
ハ
）
に
現
わ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
中
で
も
実
際
．
の
鳥
声
を
髪
髭
と
さ
せ

る
の
は
こ
の
6
3
の
み
で
あ
る
。

㈲
 
の
歌
は
、
鳥
を
使
と
す
る
思
想
に
基
い
て
い
る
事
は
明
か
で
あ
る
。
橘
守

部
が
「
稜
威
言
別
」
の
中
で
、

『
凡
て
使
は
急
速
を
主
と
す
る
も
の
な
れ
ば
云
々
』
と
い
っ
て
そ
の
発
想
の
生

れ
る
理
由
を
推
定
し
て
い
る
の
で
よ
い
と
思
う
。
そ
の
例
証
と
し
て
、
仁
徳
天

皇
の
御
歌
を
届
け
る
使
い
を
し
た
舎
人
の
名
が
鳥
山
で
あ
っ
た
事
が
思
い
出
さ

れ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
形
態
）
 
 
 
 
 
 
 
ひ
れ

圃
 
の
篭
鳥
は
そ
の
鳥
の
胸
に
あ
る
白
斑
か
ら
枕
詞
的
に
領
布
に
掛
か
り
、
鶴

 
 
（
動
作
）

暢
は
尾
を
引
い
て
歩
く
姿
か
ら
大
宮
人
の
動
作
を
叙
し
、
庭
雀
の
集
団
で
大
宮

 
 
（
習
性
）

人
の
集
合
し
た
姿
を
描
出
し
て
い
ち
。
こ
こ
で
鳥
は
最
大
限
に
描
出
力
を
引
き

出
さ
れ
、
聴
く
人
に
明
瞭
な
具
体
像
を
与
え
て
い
る
。

 
 
 
 
 

三＋

A
三
±
の
、
潜
く
鳥
は
も
ち
ろ
ん
嶋
鳥
の
事
で
、
琵
琶
湖
に
遊
ぶ
嶋
鳥
は
導

く
 
 
 
く

紀
万
葉
を
通
じ
て
屡
々
歌
わ
れ
て
い
る
し
、
「
嶋
の
海
」
は
琵
琶
湖
の
別
称
と

な
う
て
い
る
。
但
し
こ
の
歌
の
中
で
「
カ
イ
ツ
ブ
リ
」
の
水
中
に
潜
る
姿
は
、

そ
の
愛
ら
し
い
様
子
に
反
し
て
、
謀
叛
に
敗
れ
た
忍
熊
王
が
投
身
し
た
事
の
讐

喩
と
な
っ
て
い
る
。

 草
 
の
浅
野
の
雅
は
、
鋭
い
声
で
遠
く
ま
で
鳴
き
と
よ
も
す
錐
か
ら
、
他
人
の

（

 
 
 
 
 
 
 
 
さ
が

噂
に
喧
し
い
人
聞
の
性
へ
転
じ
て
い
る
。

 
 
 
 
 
を
し

享
三
 
の
鴛
鴛
は
、
雌
雄
離
れ
る
こ
と
の
な
い
の
で
有
名
で
あ
る
が
、
そ
れ
を

く和名
抄
で
は
『
鴛
鳶
乎
之
雌
雄
未
二
化
相
離
一
人
得
二
其
一
［
則
其
一
思
考
死

襲
名
匹
鳥
也
』
と
書
い
て
い
る
。
こ
の
鴛
鴛
の
歌
わ
れ
方
は
「
詩
経
」
の
中
に

出
て
く
る
「
関
関
碓
鳩
在
河
之
洲
、
窮
塞
淑
女
 
君
子
好
悪
」
か
ら
来
て
い

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ふ
ひ
と

て
、
夫
婦
愛
の
象
徴
で
あ
り
、
作
者
が
史
で
あ
る
所
か
ら
考
え
て
も
観
念
上

の
 
と
言
う
よ
り
文
芸
的
な
鳥
の
詠
み
込
み
方
と
言
え
よ
う
。

 豆
＋
二
 
の
雁
々
は
農
作
物
を
食
い
荒
す
悪
鳥
と
し
て
歌
わ
れ
そ
れ
は
童
謡
と
し

くて
は
新
羅
の
百
済
へ
の
侵
冠
を
喩
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

 
以
上
、
鳥
に
関
す
る
詞
句
が
上
代
歌
謡
で
い
か
な
る
役
割
を
果
し
、
意
味
を
，

持
っ
て
い
る
か
を
見
て
来
た
が
、
そ
の
描
出
回
数
の
多
さ
及
び
、
内
容
に
密
着

し
て
い
る
事
は
予
想
を
上
廻
る
も
の
で
あ
っ
た
。
鳥
の
色
、
姿
態
、
習
性
、
動

作
、
．
鳴
き
声
、
栖
処
、
更
に
鳥
に
関
す
る
云
い
伝
え
、
と
こ
れ
以
上
考
え
ら
れ

な
い
位
、
注
意
深
い
観
察
と
愛
情
が
鳥
に
対
し
て
注
が
れ
て
い
る
の
を
認
め
る

の
で
あ
る
。
鳥
に
関
す
る
詞
句
を
除
い
た
上
代
歌
謡
は
、
花
に
関
す
る
詞
句
を

除
い
た
古
今
集
以
上
に
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
更
に
記
紀
歌
謡
全
般
を
見

渡
す
と
、
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
鳥
の
美
し
い
鳴
き
声
に
興
味
を
持
っ
て
歌

っ
た
も
の
は
一
首
も
な
く
、
そ
の
殆
ん
ど
が
常
々
鳥
の
住
ん
で
い
る
場
所
、
及

び
鳥
の
姿
形
・
動
作
に
あ
る
事
に
気
付
く
。
事
実
美
し
い
声
の
鳥
名
も
見
当
ら

な
い
の
で
、
鶯
の
よ
う
な
美
声
の
鳥
（
平
安
朝
の
鶯
が
今
日
の
よ
う
な
鳴
き
方

を
し
た
と
し
て
）
は
記
紀
時
代
に
い
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
雲
雀
、
鶴

雀
、
千
鳥
と
万
葉
時
代
に
は
そ
の
声
を
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
鳥
も
あ
る
か
ら
、

そ
こ
に
は
何
ら
か
の
理
由
が
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〈
四
V

 
人
間
に
は
「
視
覚
型
」
と
「
聴
覚
型
」
が
あ
る
と
す
る
。
古
典
心
理
学
の
分

（6）



類
方
法
を
借
り
る
な
ら
、
上
代
の
入
達
は
こ
の
場
合
視
覚
的
で
あ
っ
た
、
と
い

え
る
で
あ
ろ
う
。
鳥
の
声
を
聴
か
な
か
っ
た
等
と
い
う
事
は
考
え
ら
れ
な
い
し

又
鳥
の
声
は
、
自
然
と
今
よ
り
数
倍
も
親
密
で
あ
っ
た
上
代
人
に
と
っ
て
、
あ

る
時
は
楽
し
げ
．
に
、
．
あ
る
時
は
不
気
味
に
、
あ
る
時
は
淋
し
く
心
に
染
み
た
筈

で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
、
美
し
く
も
、
楽
し
く
も
な
い
「
鳩
の
下
鳴
き
」
以
外

に
歌
謡
に
登
場
レ
て
い
な
い
鳥
の
声
、
そ
の
反
面
、
小
さ
な
仕
種
も
見
落
さ
な

い
で
歌
は
れ
た
鳥
、
そ
れ
は
や
は
り
上
代
人
の
視
覚
的
性
質
が
、
聴
覚
の
そ
れ

に
優
越
し
て
い
た
事
に
他
な
ら
な
い
と
思
う
。
人
間
の
感
覚
中
、
聴
覚
よ
り
視

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〈
五
〉

覚
が
優
越
す
る
と
い
う
実
験
心
理
学
の
証
明
は
、
記
紀
歌
謡
の
よ
う
な
初
期
の

感
情
の
率
直
な
表
現
の
多
い
文
芸
に
於
い
て
は
必
然
的
に
応
用
で
き
る
と
考
え

て
い
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
意
味
で
は
原
始
的
心
性
の
現
れ
と
も
云
え
よ

．
つ
。

 
以
上
、
歌
謡
の
中
の
み
を
見
た
が
、
鳥
は
古
事
記
、
日
本
書
紀
の
地
の
文
の

中
で
も
数
多
く
の
場
面
ザ
神
名
・
人
名
・
諺
・
物
語
の
転
開
田
に
登
場
す
る
。

そ
の
一
例
、
古
事
記
上
巻
、
天
若
日
子
の
送
葬
の
条
を
見
る
と
次
の
よ
う
に
描

か
れ
て
い
る
。

 
乃
ち
其
塵
に
喪
屋
を
作
り
て
、
導
爆
を
岐
佐
理
持
と
為
、
鷺
を
掃
持
と
為
、

 
そ
に
ど
り

 
翠
鳥
を
御
食
人
と
為
、
雀
を
碓
女
と
為
、
鮭
を
嬰
女
と
為
、
如
難
行
ひ
定

 
め
て
、
日
八
日
夜
八
夜
を
遊
び
き
。

こ
の
場
面
に
登
場
す
る
河
鷹
や
鷺
の
役
割
と
形
態
や
習
性
の
関
係
も
興
味
深
い

が
、
そ
れ
よ
り
も
こ
れ
ら
の
如
意
に
書
紀
が
言
う
よ
う
に
（
「
電
導
衆
鳥
任
事

 
 
 
よ
さ

」
）
事
を
任
し
た
真
意
が
ど
乙
に
あ
っ
た
の
か
極
め
て
注
目
さ
せ
ら
れ
る
。
霊

魂
の
復
活
を
促
す
呪
術
で
あ
る
と
か
、
鳥
の
舞
の
反
映
で
あ
る
と
か
、
そ
の
両

者
は
一
体
で
あ
る
と
か
、
…
様
々
に
解
か
れ
て
い
る
が
、
今
歌
謡
で
見
た
よ
う
に

記
紀
歌
謡
に
歌
わ
れ
た
も
の
e
 
l
鳥
を
中
心
に
一

〆

鳥
の
姿
態
や
習
性
の
中
に
「
両
手
を
広
げ
、
首
を
ま
げ
て
衣
裳
の
着
具
合
を
見
，

る
人
間
」
と
の
類
似
性
や
、
「
主
君
に
窺
い
ら
れ
て
一
せ
い
に
出
発
す
る
様
子

」
を
見
出
し
て
い
る
上
代
人
に
し
て
み
れ
ば
、
舞
の
中
に
鳥
の
動
作
を
取
り
入

れ
、
そ
れ
を
模
倣
劇
に
発
展
さ
せ
た
と
し
て
も
決
し
て
不
思
議
で
は
な
い
ゆ
鳥

は
今
日
の
よ
う
に
求
め
て
や
っ
と
見
た
り
聞
い
た
り
す
る
事
の
出
来
る
も
の
で

は
な
く
、
人
間
の
身
近
で
無
数
に
飛
び
翔
り
歌
っ
て
い
た
。
そ
れ
に
し
て
も
、

地
の
文
以
上
に
歌
謡
に
お
け
る
鳥
の
謡
い
込
み
は
頻
出
し
、
愛
情
を
注
が
れ
て

い
て
、
多
様
で
あ
る
事
、
ま
た
そ
の
謡
い
方
が
素
朴
で
あ
る
点
で
実
生
活
の
か

こ
み
を
出
る
事
の
な
か
っ
た
古
代
入
の
い
ぶ
き
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
註

一
、
額
田
王
の
有
名
な
「
春
秋
判
定
歌
」
巻
一
㈲
は
春
の
花
と
秋
の
黄
葉
を
比

べ
て
「
手
に
取
っ
て
賞
美
す
る
こ
と
が
出
来
る
」
と
い
う
美
の
範
疇
か
ら
す
る

と
二
義
的
な
理
由
で
秋
に
軍
配
を
挙
げ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
も
手
に
取
っ
て
賞

美
す
る
事
の
重
要
さ
が
、
苦
し
ま
ぎ
れ
の
中
に
も
出
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。二

、
平
野
仁
啓
「
古
代
日
本
人
の
精
神
構
造
」
収
載
、
「
古
代
日
本
人
の
想
像

力
の
構
造
」
の
中
に
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
一
，
部
を
引
用
す
る
と
『

写
実
性
の
乏
し
さ
と
言
う
言
い
方
よ
り
も
、
想
像
力
の
よ
び
お
こ
す
豫
の
不
明

瞭
さ
と
言
う
べ
き
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
に
は
古
代
日
本
人
の
薄
情
力

の
活
動
の
貧
弱
さ
が
露
出
し
て
い
る
の
を
見
な
い
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
で
あ
ろ

う
。
P
謝
」
更
に
松
村
武
雄
「
日
本
神
話
の
研
究
」
第
二
巻
四
百
十
四
頁
1
四

百
十
九
頁
に
か
け
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
『
黄
泉
國
の
表
象
の
単
純
さ
と
漠
然
さ

』
も
想
嫁
力
の
欠
如
に
由
来
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（7）



三
、
自
然
界
の
産
す
る
も
の
を
捕
え
た
り
、
採
っ
た
り
す
る
他
手
段
を
持
た
な

か
っ
た
時
代
に
は
、
植
物
の
食
物
と
し
て
の
価
値
は
自
然
と
の
密
着
と
い
う
意

味
で
非
常
に
高
か
っ
た
。
'
オ
ー
ス
ト
リ
ア
人
の
ト
ー
テ
ム
は
、
大
部
分
食
べ
ら

れ
る
種
類
の
植
物
や
動
物
と
い
わ
れ
る
し
、
松
村
武
雄
氏
の
「
宗
教
及
び
神
話

環
境
」
頁
六
五
〇
に
よ
る
と
、
『
阿
弗
利
力
士
族
の
或
る
も
の
は
、
あ
ら
ゆ
る

植
物
を
び
信
ω
ゲ
伴
ぴ
q
o
o
島
出
。
同
口
醤
B
と
に
区
別
し
て
い
る
。
前
者
は
食
用

に
な
り
得
な
．
い
す
べ
て
の
植
物
の
総
称
で
あ
り
、
後
者
は
食
用
に
な
る
す
べ
て

の
植
物
の
総
称
で
あ
る
。
彼
等
に
と
っ
て
は
、
植
物
は
た
だ
食
べ
る
も
の
と
、

食
べ
な
い
も
の
と
し
て
の
み
、
関
心
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。

と
い
う
事
で
あ
る
。

四
、
波
多
野
完
治
「
文
章
心
理
学
」
第
二
章
「
感
覚
類
型
と
ス
タ
イ
ル
」
に
詳

し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

五
、
 
「
ヤ
ン
グ
の
研
究
」
と
呼
ば
れ
る
有
名
な
実
験
で
逆
聴
装
置
で
実
際
の
音

の
方
向
を
逆
に
し
て
闘
い
て
も
、
目
を
開
け
て
い
る
と
普
通
に
聞
え
る
ど
い
う

の
で
あ
る
。

（8）
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