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「
草
枕
」
の
画
工
は
「
非
人
情
」
の
旅
に
出
た
と
い
う
。
彼
は
こ
の
旅
に
俗

塵
を
は
な
れ
た
詩
味
を
求
め
、
「
二
十
世
紀
に
睡
眠
が
必
要
な
ら
ば
、
二
十
世

紀
に
こ
の
出
世
間
的
の
詩
味
は
大
切
」
 
（
一
）
だ
と
い
う
。
だ
が
「
塵
界
」
を

は
な
れ
「
す
こ
し
の
間
で
も
非
人
情
の
天
地
に
迫
遙
し
た
い
」
と
は
思
う
が
、

所
詮
は
入
の
身
、
「
非
人
情
は
さ
う
長
く
続
く
訳
に
は
行
か
」
ず
、
こ
れ
も
「

一
つ
の
酔
興
だ
」
 
（
同
）
と
観
じ
て
い
る
。
彼
の
旅
の
行
き
着
く
所
は
奈
古
井

の
湯
で
あ
り
、
そ
こ
で
出
戻
り
の
女
、
志
保
田
那
美
に
・
出
会
い
、
こ
の
女
の

「
キ
印
」
と
も
と
り
ざ
た
さ
れ
る
異
状
な
ふ
る
ま
い
に
驚
き
と
共
感
を
抱
き
つ

つ
、
こ
の
女
を
画
材
と
し
、
最
後
に
女
の
顔
に
浮
か
ぶ
「
憐
れ
」
 
（
十
三
）
忙

胸
中
の
絵
の
成
就
を
み
る
。
作
者
み
ず
か
ら
「
俳
句
的
小
説
」
と
よ
び
、
 
「
美

し
い
感
じ
が
読
者
の
頭
に
残
り
さ
へ
す
れ
ば
よ
い
」
 
（
「
余
が
「
草
枕
』
」
）

と
い
う
こ
の
作
品
の
志
向
す
る
と
こ
ろ
は
何
か
。
こ
の
画
工
の
旅
の
本
来
の
意

味
は
、
ま
た
こ
こ
に
い
う
「
非
人
情
」
と
は
何
か
。
そ
の
解
釈
は
今
日
に
至
る

も
な
お
、
必
ず
し
も
定
ま
っ
て
は
い
な
い
。
我
々
は
こ
こ
で
画
工
と
と
も
に
旅

を
進
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
新
た
な
、
あ
え
て
い
え
ば
本
源
の
意
味
を
探

り
と
っ
て
ゆ
く
ほ
か
は
あ
る
ま
い
。

 
画
工
の
求
め
る
旅
は
東
洋
的
脱
俗
境
で
あ
り
、
王
維
や
渕
明
の
詩
美
を
説
く

反
面
、
西
欧
の
芸
術
は
た
と
え
ば
「
泰
西
の
画
家
に
至
っ
て
は
、
多
く
眼
を
具

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
き
ん

象
世
界
に
馳
せ
て
、
旗
章
の
気
韻
に
傾
倒
せ
ぬ
者
」
多
し
と
し
、
「
今
代
芸
術
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
く
そ
く

の
多
く
が
「
気
韻
に
乏
し
」
く
、
「
予
々
と
し
て
随
処
に
醒
齪
」
 
（
七
）
し
、

娑
婆
気
が
と
れ
ぬ
も
の
と
し
て
排
さ
れ
る
。
画
工
は
い
ま
、
こ
の
人
間
臭
い
近

代
文
明
の
世
界
を
し
ば
ら
く
は
な
れ
て
老
境
に
遊
ば
ん
と
す
る
。
か
く
し
て
「

高
砂
」
の
姥
に
も
か
よ
う
峠
の
茶
屋
の
婆
さ
ん
と
の
出
会
い
に
は
じ
ま
り
、
画

工
は
よ
う
や
く
そ
の
求
め
た
仙
境
に
踏
み
入
っ
て
ゆ
く
こ
と
と
な
る
。
言
う
ま

で
も
な
く
那
美
さ
ん
が
こ
の
世
界
の
主
人
公
と
な
る
わ
け
だ
が
、
画
工
は
彼
女

 
 
 
 
 
ヘ
 
ヘ
 
へ
ぞ
 
へ

を
評
し
て
「
開
化
し
た
楊
柳
観
音
」
 
（
四
、
傍
点
筆
者
以
下
同
）
と
よ
ぶ
。
こ

の
女
の
「
表
情
に
一
致
」
が
な
ぐ
、
 
「
顔
に
統
一
の
感
じ
の
な
い
の
は
、
心
に

統
一
の
な
い
同
期
で
、
心
に
統
一
が
な
い
の
は
、
此
女
の
世
界
に
統
一
が
な
か

っ
た
の
だ
ら
う
。
，
不
幸
に
度
し
つ
け
ら
れ
な
が
ら
、
其
不
幸
に
打
ち
勝
た
う
と

し
て
居
る
顔
だ
。
不
仕
合
な
女
に
違
な
い
」
 
（
三
）
と
画
工
は
い
う
。
こ
こ
に

「
現
代
日
本
の
開
化
」
 
（
明
4
4
・
8
）
に
い
う
ー
ー
「
外
発
的
」
開
化
の
な
か

を
滑
り
ゆ
か
ざ
る
を
え
ぬ
も
の
の
「
不
満
」
と
「
不
．
安
」
、
ま
た
．
「
空
虚
」
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の
相
を
重
ね
見
る
こ
と
は
容
易
で
あ
ろ
う
。
先
の
「
開
化
し
た
」
云
々
と
は
、

ま
さ
に
開
化
せ
し
め
ら
れ
た
、
い
や
開
化
せ
し
め
ら
れ
ざ
る
を
え
ぬ
も
の
の
不

幸
な
刻
印
へ
の
、
作
者
の
痛
烈
な
ア
イ
七
島
イ
と
も
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
よ

，
つ
。

 
こ
こ
で
「
草
枕
」
を
含
む
「
鶉
籠
」
 
（
明
4
1
・
1
）
の
諸
作
が
、
と
も
に
旅

を
舞
台
と
し
た
も
の
だ
と
知
っ
て
お
く
こ
と
も
ま
た
無
駄
で
は
あ
る
ま
い
。
即

ち
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
 
（
明
3
9
・
4
）
 
「
二
百
十
日
」
 
（
明
3
9
・
1
0
）
『
草
枕
」

（
明
3
9
・
9
）
と
、
と
も
に
都
を
落
ち
、
あ
る
い
は
離
れ
て
の
旅
で
あ
り
、
先

の
二
作
に
漱
石
の
当
時
の
烈
し
い
謬
屈
と
現
実
批
判
が
吐
潟
さ
れ
、
そ
の
底
に

 
 
 
 
 
 
 
 
む

こ
の
「
文
明
の
皮
を
剥
」
き
、
「
文
明
の
怪
獣
を
打
ち
殺
」
（
コ
一
百
十
日
」
）

す
の
だ
と
い
う
、
し
た
た
か
な
文
明
批
判
の
モ
チ
ー
フ
の
底
流
す
る
こ
と
は

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
ん

明
ら
か
で
あ
る
軌
こ
の
二
作
の
間
に
書
か
れ
た
「
草
枕
」
も
ま
た
そ
の
例
外
で

は
な
い
。
そ
の
序
に
「
集
中
収
む
る
所
三
篇
、
取
材
一
な
ら
ず
、
趣
旨
固
よ
り

同
じ
か
ら
ず
。
著
者
は
た
ず
此
三
篇
に
よ
っ
て
、
其
胸
中
に
漂
へ
る
畠
物
に
一

種
の
体
を
与
へ
た
る
を
信
ず
」
と
い
う
時
、
こ
れ
ら
の
く
旅
V
の
志
向
す
る
も

の
の
何
た
る
か
も
ま
た
す
で
に
明
白
で
あ
ろ
う
。

 
そ
れ
は
ま
さ
し
く
作
者
の
「
胸
中
に
漂
へ
る
」
響
屈
、
葱
懲
よ
り
の
自
己
解

放
で
あ
り
、
そ
れ
は
時
に
素
朴
な
現
実
的
行
動
（
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
）
や
、
批

判
、
慷
慨
（
「
二
百
十
日
」
）
を
も
っ
て
表
わ
さ
れ
、
ま
た
醗
っ
て
は
無
垢
な

る
自
然
の
慰
籍
や
「
出
世
間
の
詩
味
」
を
求
め
て
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
志
向
（
「
草

枕
」
）
と
も
な
る
。
た
だ
い
ず
れ
の
場
合
も
そ
の
底
に
、
現
実
そ
の
も
の
へ
の

回
帰
の
深
い
衝
追
、
い
や
開
化
せ
し
め
ら
れ
ざ
る
を
え
ぬ
も
の
の
痛
み
の
所
在

を
見
逃
す
こ
と
は
で
き
ま
い
。
坊
っ
ち
ゃ
ん
は
山
嵐
と
と
も
に
赤
シ
ャ
ツ
や
野

だ
い
こ
に
天
詠
を
加
え
、
東
京
に
引
き
揚
げ
て
は
来
る
が
、
街
鉄
の
技
手
と
な

り
、
名
も
な
き
庶
民
の
ひ
と
り
と
し
て
市
井
の
生
活
に
埋
没
し
て
ゆ
く
。
ま
た

山
里
の
「
澄
み
き
っ
た
空
の
底
に
響
き
渡
る
」
鍛
治
屋
の
音
を
も
っ
て
始
ま
る

「
二
百
十
日
」
は
、
最
後
は
「
我
々
が
世
の
中
に
生
活
し
て
み
る
第
一
の
目
的

は
、
か
う
云
ふ
文
明
の
怪
獣
を
打
ち
殺
し
て
、
金
も
力
も
な
い
平
民
に
幾
分
で

も
安
慰
を
与
へ
る
に
あ
る
だ
ら
う
」
と
い
う
慷
慨
家
の
圭
さ
ん
の
言
葉
に
呼
応

す
る
か
の
ご
と
く
、
 
「
轟
々
と
百
年
の
不
平
を
限
り
な
き
碧
空
に
吐
き
出
」
す

阿
蘇
の
姿
を
も
っ
て
閉
じ
ら
れ
る
。
．
画
工
の
旅
の
た
ど
る
と
こ
ろ
も
ま
た
同
様

で
あ
る
。
、
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ヘ
 
 
ヘ
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ヘ
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「
愈
々
現
実
世
界
に
引
き
ず
り
出
さ
れ
た
。
汽
車
の
見
え
る
所
を
現
実
世
界

と
云
ふ
」
1
終
末
、
出
征
す
る
那
美
さ
ん
の
従
弟
久
一
を
彼
女
ら
と
と
も
に

駅
頭
に
送
る
画
工
の
語
り
は
、
こ
こ
で
一
転
し
て
痛
烈
な
文
明
批
判
の
語
調
を

と
る
。
「
汽
車
程
二
十
世
紀
の
文
明
を
代
表
す
る
も
の
は
」
な
く
、
 
「
あ
ら
ゆ

る
限
り
の
手
段
を
つ
く
し
て
、
個
性
を
発
達
せ
し
め
た
る
後
、
あ
ら
ゆ
る
限
り

の
方
法
に
よ
っ
て
此
個
性
を
踏
み
付
け
様
と
す
る
」
苛
酷
な
文
明
の
象
徴
を
汽

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
み
さ
か
い

車
に
見
る
と
い
う
。
「
余
は
汽
車
の
猛
烈
に
、
見
界
な
く
、
凡
て
の
人
を
貨
物

同
様
に
心
得
て
走
る
様
を
見
る
度
に
、
客
車
の
う
ち
に
閉
じ
籠
め
ら
れ
た
る
個

人
と
、
個
人
の
個
性
に
寸
毫
の
注
意
を
だ
に
払
は
ざ
る
此
戸
車
と
を
比
較
し

て
」
文
明
の
孕
む
「
あ
ぶ
な
」
さ
を
憂
う
と
も
い
う
。
こ
こ
に
は
ま
さ
し
く
二

十
世
紀
の
住
人
に
安
ら
か
な
「
睡
眠
」
を
与
え
よ
う
と
せ
ぬ
苛
烈
な
文
明
の
象

徴
が
あ
り
、
久
一
を
も
ま
た
那
美
さ
ん
の
先
夫
を
も
と
も
に
拉
し
さ
る
「
鉄
竜
」

を
背
景
忙
、
あ
の
結
尾
の
画
工
の
胸
中
の
絵
が
成
就
し
て
い
る
こ
と
を
見
逃

し
て
は
な
る
ま
い
。
す
で
に
筆
者
の
筆
は
い
さ
さ
か
走
り
す
ぎ
た
よ
う
だ
が
、

言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
こ
の
脱
現
実
の
仙
境
へ
の
旅
を
語
る
か
と
み
え
る

「
草
枕
」
一
篇
の
根
底
に
、
こ
の
よ
う
な
作
者
の
し
た
た
か
な
文
明
批
判
の
深

（72）



く
底
流
す
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
視
点
を
抜
き
に
し
て
ヒ
ロ
イ
ン
の
形
象
も

 
「
非
人
情
」
の
何
た
る
か
も
、
つ
い
に
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
ぬ
で
あ
ろ
う
。

'
さ
て
再
び
筆
を
戻
し
て
、
画
工
の
旅
を
た
ど
り
な
お
し
て
み
ね
ば
な
る
ま
い
。

二

 
先
ず
こ
の
画
工
の
旅
の
意
味
を
知
る
に
は
、
彼
の
語
る
い
く
つ
か
の
矛
盾
を

洗
い
出
し
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
先
に
も
引
用
し
た
が
、
彼
は
「
二
十
世
紀

に
睡
眠
が
必
要
な
ら
ば
、
二
十
世
紀
に
此
出
世
間
的
の
詩
味
は
大
切
で
あ
る
」

と
言
い
、
し
か
も
こ
の
「
詩
味
」
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
は
眼
前
の
無
垢
な
る
自

然
で
あ
り
、
ま
た
西
欧
な
ら
ぬ
東
洋
の
詩
文
の
世
界
で
あ
る
。
こ
の
旅
も
ま
た

噛
「
三
明
、
卜
兆
の
詩
境
を
直
接
に
自
然
か
ら
吸
収
し
て
、
す
こ
し
の
問
で
も
非

人
情
の
天
地
に
遣
回
し
た
い
か
ら
の
願
」
 
（
一
、
以
下
同
）
で
あ
る
と
い
う
。

こ
こ
で
は
「
睡
眠
」
、
 
「
出
世
間
的
の
詩
味
」
、
渕
明
、
王
維
に
代
表
さ
れ
る

東
洋
的
「
詩
境
」
、
「
自
然
」
、
 
「
非
人
情
の
天
地
」
は
、
殆
ど
等
価
に
し
て
・

等
質
で
あ
る
か
と
み
え
る
。
つ
ま
り
「
非
人
情
」
は
「
自
然
」
「
睡
眠
」
「
出

 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

世
間
」
と
同
質
の
、
即
自
な
る
も
の
ど
し
て
語
ら
れ
、
画
工
の
塵
界
を
は
な
れ

「
桃
源
に
遡
」
ら
ん
と
す
る
切
な
る
希
求
、
憧
憬
と
重
な
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

 
し
か
し
ま
た
画
工
は
「
人
の
世
が
住
み
に
く
い
か
ら
と
て
、
越
す
国
は
」
 
（

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ
 
 
も
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

傍
点
原
文
）
な
く
、
「
あ
れ
ば
人
で
な
し
の
国
」
（
傍
点
同
）
だ
が
、
「
人
で
な
し

 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

の
国
は
人
の
世
よ
り
も
猶
住
み
に
く
か
ら
う
」
と
い
う
。
こ
の
「
人
の
世
」
に

あ
る
以
上
「
非
人
情
の
旅
は
さ
う
長
く
続
く
訳
に
は
行
か
」
ず
、
「
丸
で
人

情
を
棄
て
る
訳
に
は
行
く
ま
い
」
と
も
い
う
。
た
だ
「
ど
う
せ
非
人
情
を
し
に

出
掛
け
た
旅
だ
か
ら
」
、
人
情
は
は
な
れ
え
ず
と
も
「
責
め
て
御
能
拝
見
の
時

位
」
の
「
淡
い
心
持
ち
に
」
な
り
、
す
べ
て
を
「
画
中
の
人
物
」
と
見
る
姿
勢
で

「
草
枕
」
の
世
界
 
一
そ
の
モ
チ
ー
フ
の
所
在
を
め
ぐ
っ
て
一

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

あ
り
た
い
と
い
う
。
さ
ら
に
は
「
純
客
観
に
眼
を
つ
く
る
時
」
は
、
「
わ
れ
」

を
も
「
画
中
の
人
物
」
に
見
立
て
る
こ
と
も
で
港
よ
う
と
い
う
。
こ
こ
に
は

「
非
人
情
」
を
相
対
化
し
即
自
な
ら
ぬ
対
自
な
る
も
の
と
し
て
語
ら
ん
と
す
る

視
点
と
と
も
に
、
漱
石
自
身
の
心
を
領
し
た
当
時
の
芸
術
観
が
あ
ぎ
や
か
に
読

み
と
れ
る
。
あ
え
て
い
え
ば
こ
こ
に
見
る
芸
術
観
は
そ
の
ま
ま
、
翌
四
十
年
一

月
二
十
日
「
読
売
新
聞
」
紙
上
に
掲
載
さ
れ
た
「
写
生
文
」
、
さ
ら
に
は
四
十

年
十
一
月
に
記
さ
れ
た
「
『
鶏
頭
』
序
」
と
地
続
き
で
あ
り
、
そ
こ
に
述
べ
ら

れ
る
「
余
裕
派
」
「
低
徊
派
」
宣
言
の
、
作
品
的
先
取
り
と
も
見
ら
れ
よ
う
。

 
「
草
枕
」
作
中
に
い
う
「
お
の
れ
の
感
じ
、
其
物
を
、
お
の
が
前
に
据
え
つ

け
て
、
其
感
じ
か
ら
一
歩
退
い
て
有
体
に
落
ち
付
い
て
、
他
人
ら
し
く
之
を
検

査
す
る
」
、
そ
の
方
便
と
し
て
は
、
さ
し
あ
た
っ
て
は
十
七
文
字
の
作
句
が
よ

い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
お
の
れ
の
喜
怒
哀
楽
を
も
客
観
化
す
る
1
1
「
是
が
平
生

か
ら
余
の
主
張
で
あ
る
」
 
（
三
）
と
い
う
、
こ
の
画
工
の
「
主
張
」
は
そ
の
ま

ま
作
者
の
も
の
で
あ
り
、
ま
た
後
の
文
中
の
も
の
で
も
あ
ろ
う
。
写
生
文
の
か

な
め
は
対
象
を
写
す
「
作
者
の
心
的
状
態
」
に
あ
り
、
そ
れ
は
「
つ
ま
り
大
人

が
子
供
を
視
る
の
態
度
」
で
あ
り
、
「
泣
か
ず
し
て
他
の
泣
く
を
叙
す
る
も
の
」

．
泣
く
子
を
冷
静
に
見
守
る
顔
の
「
無
慈
悲
」
「
冷
刻
」
な
ら
ぬ
、
「
傍
か
ら
見
て

気
の
毒
の
念
に
堪
え
ぬ
裏
に
微
笑
を
包
む
同
情
」
に
も
か
よ
う
も
の
で
あ
る
。

 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

そ
こ
に
「
ゆ
と
り
」
（
傍
点
原
文
）
が
あ
り
、
「
我
を
写
す
に
あ
ら
ず
彼
を
写
す

と
い
う
」
「
客
観
的
」
態
度
が
生
ま
れ
る
と
い
う
一
こ
の
「
写
生
文
」
の
言

葉
は
そ
の
ま
ま
，
「
余
裕
は
書
に
於
て
、
詩
に
穿
て
、
も
し
く
は
文
章
に
於
て
、

必
須
の
条
件
で
あ
る
」
 
（
七
）
と
い
う
「
草
枕
」
の
そ
れ
に
つ
な
が
る
も
の
で

あ
り
、
さ
ら
に
は
「
『
鶏
頭
』
序
」
に
い
う
「
余
裕
派
」
「
余
裕
の
あ
る
小
説
」

（73）
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な
ど
の
提
唱
．
に
も
つ
ら
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
「
此
余
裕
か
ら
生
ず
る
低

徊
趣
味
」
と
は
虚
子
の
作
の
み
な
ら
ぬ
、
「
草
枕
」
自
体
に
つ
な
が
る
も
の
で

あ
り
、
こ
の
「
序
」
に
い
う
「
俳
味
禅
味
」
の
指
摘
も
ま
た
「
草
枕
」
の
そ
れ

と
無
縁
で
は
な
い
。
．

 
か
く
し
て
漱
石
は
こ
こ
で
「
草
枕
」
の
画
工
の
口
を
借
り
て
自
己
の
芸
術
観

文
学
観
の
一
端
を
語
ろ
う
と
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
こ
れ
が
先
の
「
出
世
間

的
」
希
求
と
前
後
し
錯
綜
し
て
、
画
工
の
い
う
「
詩
的
な
立
脚
地
」
、
あ
る
い

は
「
詩
人
」
た
る
こ
と
の
あ
り
よ
う
を
曖
昧
に
見
せ
る
こ
と
と
な
る
。
た
と
え

ば
画
工
は
「
詩
人
と
は
自
分
の
屍
骸
を
、
自
分
で
解
剖
し
て
、
其
病
状
を
天
下

に
発
表
す
る
義
務
を
有
し
」
、
「
詩
人
に
な
る
と
云
ふ
の
は
一
種
の
悟
り
で
あ

る
」
 
（
七
）
と
い
う
。
し
か
し
そ
の
少
し
前
の
部
分
で
は
、
人
は
「
旅
行
を
す

 
 
 
ヘ
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
へ

る
間
は
常
人
の
心
持
ち
で
、
曾
遊
を
語
る
と
き
は
既
に
詩
人
の
態
度
に
あ
る
」

（
傍
点
原
文
）
こ
こ
に
「
矛
盾
」
は
あ
る
が
、
こ
の
「
詩
人
の
態
度
」
よ
り
生

ま
れ
る
も
の
を
「
美
化
と
云
ふ
」
と
述
べ
る
。
ま
た
こ
の
作
中
、
詩
と
画
、
詩

人
と
画
家
と
が
常
に
一
体
、
一
対
の
も
の
と
し
て
語
ら
れ
る
が
、
「
無
声
の
詩

人
」
 
「
無
声
の
画
家
」
と
は
、
俗
界
の
「
煩
悩
を
解
脱
」
し
「
清
浄
界
に
出
入

し
得
る
」
存
在
な
り
と
し
、
し
か
し
ま
た
「
詩
人
」
に
「
万
鱈
の
愁
」
あ
り
と

す
れ
ば
、
「
詩
人
に
な
る
の
は
考
え
物
」
 
（
一
）
だ
と
も
い
う
。
こ
れ
ら
の
「

詩
人
」
と
い
う
一
語
を
め
ぐ
る
前
後
不
同
の
無
限
定
な
表
現
は
、
し
か
し
矛
盾

と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
こ
の
作
品
の
モ
チ
ー
フ
自
体
の
特
質
を
逆
に
浮
き
立

た
せ
る
も
の
で
も
あ
ろ
う
。

 
即
ち
繰
返
し
い
え
ば
画
工
を
め
ぐ
る
、
人
間
臭
い
塵
界
を
は
な
れ
て
「
非
人

情
の
天
地
に
遺
戸
」
し
、
仙
境
に
遊
ば
ん
と
す
る
志
向
と
、
そ
の
「
非
人
情
」

そ
の
も
の
を
も
相
対
化
し
つ
つ
、
な
お
「
非
人
情
」
な
る
視
点
に
自
己
の
芸
術

の
完
成
を
賭
け
ん
と
す
る
芸
術
家
的
志
向
と
の
混
在
で
あ
り
、
そ
の
背
後
に
立

つ
作
者
は
前
者
に
自
己
の
鯵
屈
を
解
放
し
つ
つ
、
後
者
に
そ
の
芸
術
観
の
一
端

を
披
歴
せ
ん
と
す
る
。
言
わ
ば
こ
れ
は
画
工
を
主
人
公
と
す
る
一
篇
の
芸
術
家

小
説
と
も
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
は
画
工
の
あ
り
よ
う
は
、
必
ず
し
も
創

作
者
の
主
体
の
内
実
を
熱
く
つ
た
え
る
も
の
で
は
な
く
、
随
所
に
「
低
徊
」
し

つ
つ
語
る
画
工
の
眼
は
拡
散
的
で
あ
り
、
事
実
、
画
工
を
語
る
作
者
自
体
の
眼

に
も
そ
れ
が
感
じ
ら
れ
る
。

 
た
と
え
ば
、
や
が
て
「
満
州
の
野
に
日
な
ら
ず
出
征
す
べ
き
」
 
「
運
命
」
に

あ．

髏
ﾂ
年
久
一
に
ふ
れ
、
こ
の
「
夢
の
様
な
詩
の
様
な
春
の
里
」
に
も
す
で
に

「
現
実
世
界
」
は
苛
惜
な
く
「
逼
る
」
か
と
問
い
つ
つ
i
「
而
し
て
其
青
年

 
 
ほ
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ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
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ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
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ヘ
 
 
ヘ
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ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

は
、
夢
み
る
事
よ
り
外
に
、
何
等
の
価
値
を
、
人
生
に
認
め
得
ざ
る
一
画
工
の
・

隣
り
に
坐
っ
て
居
る
」
、
「
運
命
は
卒
然
と
し
て
此
油
入
を
一
堂
に
会
」
（
八
）

せ
し
め
た
と
い
う
。
こ
こ
で
は
画
工
は
も
は
や
作
中
の
す
べ
て
を
語
る
視
点
人

物
な
ら
ぬ
、
作
者
の
眼
に
よ
っ
て
作
中
深
く
打
ち
据
え
ら
れ
、
'
相
対
化
さ
れ
た

も
の
と
し
て
あ
り
、
「
夢
見
る
事
」
云
々
の
語
に
、
こ
の
作
品
を
つ
ら
ぬ
く
作

者
の
は
げ
し
い
衝
迫
と
鼓
動
の
所
在
も
ま
た
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
伏
線

と
し
て
末
尾
、
駅
頭
の
文
明
批
判
が
展
開
さ
れ
る
わ
け
だ
が
、
先
に
も
善
い
究

あ
の
熱
い
主
体
の
表
白
も
ま
た
画
工
な
ら
ぬ
、
作
者
自
身
の
文
明
論
議
と
聞
こ

え
て
来
る
。
こ
こ
に
く
画
工
の
眼
〉
の
設
定
の
意
義
が
問
わ
れ
て
来
よ
う
。

 
〈
猫
の
眼
V
の
創
出
に
続
く
一
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
の
完
了
（
四
十
年

八
月
）
に
そ
の
ま
ま
踵
を
接
し
て
「
草
枕
」
 
（
同
九
月
）
は
書
か
れ
て
い
る
の

だ
が
ヨ
〈
画
工
の
眼
V
と
は
何
か
。
も
と
よ
り
作
者
の
意
図
が
、
画
工
を
め

ぐ
る
東
西
両
文
明
を
比
較
し
て
の
東
洋
的
詩
味
の
賞
揚
、
「
非
人
情
」
美
学
を

軸
止
す
る
独
自
の
芸
術
観
の
展
開
に
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
〈
猫
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の
眼
〉
が
主
体
な
ら
ざ
る
一
方
法
で
あ
っ
た
ご
と
く
、
〈
画
工
の
眼
V
も
ま
た

 
一
方
法
に
す
ぎ
ま
い
。
そ
れ
だ
け
自
在
で
あ
り
無
限
定
で
あ
り
、
作
者
の
響
屈

芸
術
観
、
，
文
明
批
判
一
そ
れ
ら
の
す
べ
て
が
自
由
に
投
げ
込
ま
れ
て
は
い
る

が
、
つ
い
に
作
者
の
腕
を
は
な
れ
て
歩
み
出
す
独
自
の
一
人
格
た
り
え
て
は
い

な
い
。
あ
え
て
〈
画
工
の
眼
〉
と
い
う
ゆ
え
ん
だ
が
、
す
で
に
作
者
の
語
る
と

こ
ろ
に
も
そ
れ
は
明
ら
か
で
あ
る
。
作
者
は
「
余
が
『
草
枕
」
」
の
な
か
で
次

・
の
ご
と
く
い
う
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・

 
 
i
あ
の
『
草
枕
』
は
、
一
種
変
っ
た
妙
な
観
察
を
す
る
一
画
工
が
、
た

 
ま
く
一
美
人
に
選
黒
し
て
、
之
を
観
察
す
る
の
だ
が
、
此
美
人
即
ち
作
物

 
の
中
心
と
な
る
べ
き
人
物
は
、
い
つ
も
同
じ
所
に
立
っ
て
る
て
、
少
し
も
動

 
か
な
い
っ
そ
れ
を
画
工
が
、
或
は
前
か
ら
、
或
は
後
か
ら
、
或
は
左
か
ら
（

 
或
は
右
か
ら
と
、
種
馬
な
方
面
か
ら
観
察
す
る
。
唯
そ
れ
だ
け
で
あ
る
。
中

 
心
之
な
る
べ
き
人
物
が
少
し
も
動
か
ぬ
の
だ
か
ら
、
其
処
に
事
件
の
発
展
し

 
や
う
が
な
い
。

 
た
し
か
に
画
工
の
観
察
の
焦
点
は
那
美
さ
ん
に
あ
り
、
、
そ
の
観
察
を
め
ぐ
っ

て
作
品
は
展
開
す
る
が
、
筋
な
ら
ぬ
筋
は
画
工
が
那
美
さ
ん
を
モ
デ
ル
と
し
て

 
一
個
の
タ
ブ
ロ
ー
の
完
成
を
も
く
ろ
む
と
こ
ろ
に
あ
り
、
そ
の
成
否
が
ひ
と
つ

の
力
と
な
っ
て
作
品
を
引
き
ず
っ
て
ゆ
く
。
し
か
し
果
し
て
画
工
の
自
認
す
る

ご
と
く
胸
中
の
画
は
成
っ
た
の
か
。
し
ば
し
ば
評
さ
れ
る
ご
と
く
画
工
の
「
非

人
情
」
の
美
学
は
、
よ
く
現
実
を
領
略
し
え
た
と
言
い
う
る
の
か
。
作
の
主
体

が
那
美
さ
ん
の
存
在
そ
の
も
の
に
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
が
、
モ
デ
ル
論
議
を

超
え
て
こ
の
ヒ
ロ
イ
ン
を
描
く
、
作
者
本
来
の
意
図
と
は
何
か
。
画
工
の
裡
な

る
「
非
人
情
」
が
胸
申
の
絵
を
成
就
せ
し
め
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
「
非
人

情
」
は
那
美
さ
ん
に
あ
っ
て
は
ど
う
か
。
ま
た
そ
の
顔
に
浮
か
ぶ
「
憐
れ
し
が

「
草
枕
」
の
世
界
 
一
そ
の
モ
チ
ー
フ
の
所
在
を
め
ぐ
っ
て
一

那
美
さ
ん
の
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
、
画
工
に
あ
っ
て
は
ど
う
か
。
作
者

の
語
ら
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
必
ず
し
も
さ
だ
か
で
は
な
い
。
第
二
の
分
析
に

踏
み
入
っ
て
ゆ
く
ほ
か
は
あ
る
ま
い
。

 
 
 
 
 
 
 
 
三

 
 
 
 
 
 
 
 
か
ん

 
無
作
為
と
作
為
の
問
を
、
あ
る
い
は
無
意
識
と
意
識
の
早
い
を
か
け
め
ぐ
る

と
も
み
え
る
那
美
さ
ん
の
奇
嬌
な
所
作
は
、
し
ば
し
ば
画
工
を
驚
か
し
「
 
覧

た
る
事
多
事
」
 
（
九
）
た
ら
し
め
る
。
奈
古
井
の
宿
に
着
い
た
そ
の
夜
、
画
工

は
月
下
に
唱
う
女
の
歌
に
驚
か
さ
れ
（
三
）
、
爾
来
あ
る
時
は
夕
闇
の
な
か
を

振
袖
姿
で
往
き
来
す
る
そ
の
姿
に
（
六
）
、
ま
た
湯
ぶ
ね
に
っ
か
る
「
面
前
に

ひ
や
う
て
い

娚
嬉
と
現
は
れ
た
」
そ
の
裸
身
に
（
七
）
、
さ
ら
に
は
水
死
の
水
に
漂
う
自
分

の
姿
を
描
い
て
く
れ
と
言
い
（
九
）
、
鏡
が
池
の
水
面
に
そ
の
姿
を
重
ね
る
画

工
の
前
に
、
巌
頭
ひ
る
が
え
っ
て
身
を
投
げ
る
と
見
え
て
地
上
に
降
り
立
つ
女

の
姿
に
（
十
）
一
画
工
は
し
ば
し
ば
荘
然
と
し
て
、
「
又
驚
か
さ
れ
た
」
 
（

同
）
と
眩
く
ほ
か
は
な
い
。
「
普
通
の
役
者
は
、
舞
台
へ
出
る
と
、
よ
そ
行
き

の
芸
を
す
る
。
あ
の
女
は
家
の
な
か
で
、
常
住
芝
居
を
し
て
居
る
。
し
か
も
芝

居
を
し
て
居
る
と
は
気
が
つ
か
ん
。
自
然
天
然
に
芝
居
を
し
て
居
る
。
あ
ん
な
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ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

の
を
美
的
生
活
と
で
も
云
ふ
の
だ
ら
う
。
あ
の
女
の
御
蔭
で
書
の
修
業
が
大
分

へ
 
 
ヘ
 
 
へ

出
来
た
」
 
（
十
二
以
下
同
）
と
い
う
。
ま
た
「
あ
の
女
の
所
作
を
芝
居
と
見
な

け
れ
ば
、
薄
気
味
が
わ
る
く
て
一
日
も
居
た
㌧
ま
れ
ん
。
義
理
と
か
人
情
と
か

云
ふ
、
尋
常
の
道
具
立
を
背
景
に
し
て
、
普
通
の
小
説
家
の
様
な
観
察
点
か
ら

あ
の
女
を
研
究
し
た
ら
、
刺
激
が
強
過
ぎ
て
、
す
ぐ
い
や
に
な
る
」
「
余
の
此
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ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
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旅
の
旅
行
は
俗
情
を
離
れ
て
、
あ
く
迄
憲
工
に
な
り
切
る
の
が
主
意
で
あ
る
か

ら
、
眼
に
入
る
も
の
は
悉
く
蕾
と
し
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
ん
。
能
、
芝
居
、
若
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ヘ
 
 
 
へ

ぐ
は
詩
聖
の
人
物
と
し
て
の
み
観
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
ん
。
此
覚
悟
の
眼
鏡
か

ら
、
あ
の
女
を
覗
い
て
見
る
と
、
あ
の
女
は
、
今
迄
見
た
女
の
う
ち
で
尤
も
う

つ
く
し
い
所
作
を
す
る
。
自
分
で
う
つ
く
し
い
芸
を
し
て
見
せ
る
と
云
う
気
が

な
い
丈
に
役
者
の
所
作
よ
り
も
猶
う
つ
く
し
い
」
（
A
）
と
い
う
。

 
「
書
の
修
業
が
」
「
出
来
た
」
と
は
後
の
文
脈
に
卸
し
て
い
え
ば
、
対
象
と
の

距
離
の
取
り
方
で
あ
ろ
う
。
言
わ
ば
最
も
人
間
く
さ
く
、
芝
居
く
さ
い
女
の
ふ

る
ま
い
を
、
俗
情
を
去
っ
て
一
枚
の
絵
、
も
し
く
は
舞
台
、
詩
界
の
人
物
と
し

て
「
観
察
」
し
ぬ
い
て
ゆ
く
こ
と
が
、
画
工
の
旅
の
「
主
意
」
で
も
あ
っ
た
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ

い
う
。
そ
の
「
覚
悟
」
に
立
っ
て
見
れ
ば
こ
の
女
の
所
作
は
、
い
か
な
る
女
の

 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

所
作
よ
り
も
、
ま
た
役
者
の
所
作
よ
り
も
「
う
つ
く
し
い
」
と
い
う
。
こ
の
「

う
つ
く
し
」
さ
と
は
、
す
で
に
茶
店
の
婆
さ
ん
や
「
高
砂
」
の
姥
の
う
つ
く
し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ

さ
、
ま
た
洒
落
な
ふ
る
ま
い
の
禅
僧
の
う
つ
く
し
さ
で
も
な
い
。
画
工
の
眼
が
、

対
象
と
彼
と
の
え
ら
び
と
ら
れ
た
距
離
が
生
み
出
し
、
つ
か
み
え
た
美
で
あ
ろ

う
。
し
か
も
こ
れ
を
「
う
つ
く
し
い
」
と
見
る
画
工
の
考
え
を
「
誤
解
」
し
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ロ

「
社
会
の
公
民
と
し
て
不
適
当
だ
杯
と
評
し
て
は
」
な
ら
ぬ
と
い
う
。
人
生
に

あ
っ
て
善
、
徳
、
節
操
、
義
の
た
め
の
捨
身
一
こ
れ
ら
の
行
為
を
つ
ら
ぬ
く

こ
と
は
苦
痛
だ
が
、
あ
え
て
こ
れ
を
な
し
う
る
た
め
に
は
「
苦
痛
に
打
ち
勝
つ

丈
の
愉
快
が
ど
こ
か
に
潜
ん
で
居
ら
ね
ば
な
ら
ん
」
「
書
と
云
ふ
も
、
詩
と
云

ふ
も
、
あ
る
は
芝
居
と
云
ふ
も
、
此
悲
酸
の
う
ち
に
籠
る
快
感
の
別
号
に
過
ぎ

ん
。
此
趣
き
を
解
し
得
て
、
始
め
て
吾
人
の
所
作
は
壮
烈
に
も
な
る
、
閑
雅
に

も
な
る
、
凡
て
の
困
苦
に
打
ち
勝
っ
て
、
胸
中
一
点
の
無
上
趣
味
を
満
足
せ
し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
て
い
く
わ
く
に

め
た
く
な
る
」
 
「
勇
猛
精
進
の
心
を
駆
っ
て
、
，
人
道
の
為
め
に
、
鼎
鐘
に
烹
ら

る
～
を
面
白
く
思
ふ
」
 
（
B
）
と
い
う
。
 
、

 
こ
れ
ら
は
画
工
の
い
う
「
俗
情
を
離
れ
て
、
あ
く
迄
画
工
」
た
る
こ
と
に
、

芸
術
家
た
る
こ
と
に
徹
す
る
不
退
転
の
「
覚
悟
」
へ
の
賞
揚
で
も
あ
ろ
う
が
、

こ
れ
に
続
い
て
語
は
さ
ら
に
一
転
し
、
芸
術
の
孕
む
べ
き
倫
理
の
所
在
が
指
摘
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ヘ
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ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
へ

さ
れ
る
。
「
若
し
人
情
な
る
狭
き
立
脚
地
に
立
っ
て
、
芸
術
の
定
義
を
下
し
得

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

る
と
す
れ
ば
、
芸
術
は
、
わ
れ
等
教
育
あ
る
士
人
の
胸
裏
に
潜
ん
で
、
邪
を
避

け
正
に
就
き
、
曲
を
斥
け
直
に
く
み
し
、
弱
を
扶
け
強
を
挫
か
ね
ば
、
ど
う
し

て
も
堪
へ
ら
れ
ぬ
と
云
ふ
一
念
の
結
晶
し
て
、
燦
と
し
て
白
日
を
射
返
す
も
の

で
あ
る
」
（
C
）
と
い
五
。
す
で
に
こ
こ
に
は
俗
を
脱
し
て
仙
境
を
夢
み
、
「
夢

み
る
事
よ
り
外
」
の
「
価
値
」
を
「
人
生
に
認
め
得
ぎ
る
」
画
工
の
姿
は
な

い
。
こ
こ
に
も
画
工
の
主
体
の
稀
薄
さ
、
内
実
の
拡
散
は
明
ら
か
だ
が
、
こ
の

十
二
章
な
か
ば
に
し
て
、
こ
の
作
に
底
流
す
る
モ
チ
ー
フ
は
顕
在
化
さ
れ
、
末

尾
へ
の
伏
線
と
し
て
の
論
議
が
展
開
さ
れ
る
。
す
で
に
画
工
を
超
え
て
作
者
の

語
る
と
こ
ろ
は
単
な
る
美
的
論
議
の
み
な
ら
ぬ
、
大
量
の
説
く
愚
論
超
脱
な
る

も
の
（
前
章
十
一
）
を
も
包
み
込
み
つ
つ
、
よ
り
現
実
的
倫
理
の
世
界
へ
と
傾

斜
し
て
ゆ
く
。
先
の
語
に
続
い
て
も
は
や
画
工
な
ら
ぬ
作
者
は
い
う
i
「
芝

居
気
が
あ
る
と
人
の
行
為
を
笑
ふ
事
が
あ
る
。
う
つ
く
し
き
趣
味
を
貫
か
ん
が

為
め
に
、
不
必
要
な
る
犠
牲
を
敢
て
す
る
の
人
情
に
遠
き
を
噴
ふ
の
で
あ
る
。

自
然
に
う
つ
く
し
き
性
格
を
発
揮
す
る
の
機
会
を
待
た
ず
し
て
、
無
理
矢
理
に

自
己
の
趣
味
観
を
街
ふ
の
愚
を
笑
ふ
の
で
あ
る
。
真
に
個
中
の
消
息
を
解
し
得

た
る
も
の
～
畷
ふ
は
悪
意
を
得
て
居
る
。
趣
味
の
何
物
た
る
を
も
心
得
ぬ
下
司

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
や

下
郎
の
、
わ
が
卑
し
き
心
根
に
比
較
し
て
他
を
賎
し
む
に
至
っ
て
は
許
し
難

い
」
（
D
）
。
こ
こ
に
は
当
時
の
文
壇
の
徴
候
を
踏
ま
え
、
自
然
主
義
的
志
向
の

胎
動
に
対
す
る
作
者
漱
石
の
ひ
と
つ
の
反
論
、
批
判
の
口
吻
が
う
か
が
わ
れ
、

ま
た
お
の
ず
か
ら
に
「
草
枕
」
一
篇
へ
の
予
測
さ
れ
る
批
判
へ
の
弁
護
の
体
を

も
な
す
か
と
み
え
る
。
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し
か
も
さ
ら
に
作
者
は
語
を
継
い
で
い
ヴ
ー
「
余
は
蜜
工
で
あ
る
。
書
史

で
あ
れ
ば
こ
そ
趣
味
専
門
の
男
と
し
て
、
た
と
ひ
人
情
世
界
に
堕
在
す
る
も
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

東
西
両
隣
り
の
没
風
流
漢
よ
り
も
高
尚
で
あ
る
。
社
会
の
一
員
と
し
て
優
に
他

 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

を
教
育
す
べ
き
地
位
に
立
っ
て
居
る
。
詩
な
き
も
の
、
由
な
き
も
の
、
芸
術
の
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ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

た
し
な
み
な
き
も
の
よ
り
は
、
美
く
し
き
所
作
が
出
来
る
。
人
情
世
界
に
あ
っ

コ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ
 
 
ぬ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

て
、
美
し
き
所
作
は
正
で
あ
る
、
義
で
あ
る
、
直
で
あ
る
。
正
と
義
と
直
を
行

為
の
上
に
於
て
示
す
も
の
は
天
下
の
公
民
の
模
範
で
あ
る
」
 
（
E
）
。
す
で
に

論
理
の
飛
躍
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
は
も
は
や
画
工
の
い
う
「
出
世
間

の
詩
味
」
は
な
く
、
む
し
ろ
美
は
倫
理
と
直
結
し
、
美
は
「
人
情
世
界
」
を
つ

ら
ぬ
く
も
の
と
し
て
正
と
義
と
直
の
名
を
付
さ
れ
る
。
し
か
し
さ
ら
に
語
は
続

い
て
次
の
ご
と
く
い
う
一
「
し
ば
ら
く
人
情
界
を
離
れ
た
る
余
は
、
少
な
く

と
も
此
旅
中
に
人
情
界
に
帰
る
必
要
は
な
い
。
あ
っ
て
は
折
角
の
旅
が
無
駄
に
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な
る
」
 
「
余
薫
ら
も
社
会
の
一
員
を
以
て
任
じ
て
は
居
ら
ぬ
。
純
粋
な
る
専
門

画
家
と
し
て
、
己
れ
さ
へ
、
纒
綿
た
る
利
害
の
累
索
を
絶
っ
て
、
優
に
画
布
裏

に
往
来
し
て
居
る
。
況
ん
や
山
を
や
水
を
や
他
入
を
や
。
那
美
さ
ん
の
行
為
動

作
と
錐
ど
も
只
其
儘
の
姿
と
見
る
よ
り
外
に
致
し
方
が
な
い
」
 
（
F
）
。

 
再
び
「
人
情
界
」
を
脱
し
て
の
旅
の
目
途
が
語
ら
れ
る
が
、
先
に
「
社
会
の

一
員
と
し
て
」
と
言
い
、
こ
こ
に
「
社
会
の
一
員
を
以
て
任
じ
て
は
居
ら
ぬ
」

と
い
う
こ
の
矛
盾
も
そ
れ
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
文
脈
の
帰
結
す
る
と
こ
ろ
が
、

ヒ
ロ
イ
ン
の
行
動
を
「
論
義
儘
の
姿
」
と
見
る
ほ
か
は
な
い
と
い
う
一
句
に
さ

だ
ま
る
時
、
そ
の
「
非
人
情
」
美
学
な
る
も
の
が
、
倫
理
と
「
人
情
界
」
へ
の

熱
い
濃
情
を
も
つ
つ
ん
で
い
る
こ
と
は
疑
い
も
な
い
。
A
よ
り
B
へ
の
文
脈
が

先
ず
画
工
の
「
非
人
情
」
た
ら
ん
と
す
る
「
覚
悟
」
を
語
り
、
一
転
し
て
C
の

文
脈
で
は
芸
術
の
孕
む
倫
理
的
側
面
が
強
調
さ
れ
、
D
で
は
個
々
の
表
現
行
為

「
草
枕
」
の
世
界
-
そ
の
モ
チ
ー
フ
の
所
在
を
め
ぐ
っ
て
一

の
内
発
性
へ
の
安
易
な
批
判
が
排
さ
れ
、
さ
ら
に
こ
れ
ら
を
媒
介
と
し
て
、
E

の
俗
利
的
社
会
に
対
す
る
芸
術
の
特
権
と
栄
光
が
語
ら
れ
、
こ
れ
ら
の
変
転
屈

折
を
ふ
く
ん
で
結
尾
の
F
の
部
分
が
語
ら
れ
る
。
す
で
に
語
る
と
こ
ろ
は
画
工

の
内
実
を
超
え
ー
ー
画
工
の
眼
を
設
定
し
、
こ
れ
を
限
定
せ
ん
と
し
つ
つ
、
ま

た
み
ず
か
ら
こ
れ
を
踏
み
破
っ
て
ゆ
く
、
い
や
ゆ
か
ざ
る
を
え
ぬ
、
作
者
内
面

の
長
着
は
あ
ざ
や
か
で
あ
ろ
う
。

四

 
作
者
は
「
草
枕
」
を
み
ず
か
ら
評
し
て
、
 
「
汚
な
い
こ
ど
や
、
不
愉
快
な
こ

と
は
一
切
避
け
て
、
唯
美
し
い
感
じ
を
覚
え
さ
せ
」
ん
と
す
る
も
の
、
「
人
生

の
苦
を
忘
れ
て
、
慰
籍
す
る
」
も
の
、
「
美
を
生
命
と
す
る
俳
句
的
小
説
」
（
「

余
が
『
草
枕
』
、
」
）
と
し
て
い
る
が
、
す
で
に
こ
の
作
品
が
こ
の
よ
う
な
自
己
規

定
を
踏
み
出
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
こ
の
談
話
自
体
が
多

分
に
当
時
の
文
壇
を
意
識
し
た
発
言
で
あ
る
こ
と
は
割
引
き
し
て
読
み
と
ら
ね

ば
な
る
ま
い
。
ま
た
鈴
木
三
重
吉
宛
の
書
簡
（
明
3
9
・
1
0
・
2
6
）
に
い
う
i

「
草
枕
の
様
な
主
人
公
で
は
い
け
な
い
。
あ
れ
も
い
㌧
が
矢
張
り
今
の
世
界
に

生
存
し
て
自
分
の
よ
い
所
を
通
さ
う
と
す
る
に
は
ど
う
し
て
も
イ
プ
セ
ン
流
に

出
な
く
て
は
い
け
な
い
」
「
萄
も
文
学
を
以
て
生
命
と
す
る
も
の
な
ら
ば
単
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
マ
マ

美
と
い
ふ
丈
で
は
満
足
が
出
来
な
い
。
丁
度
維
新
の
当
士
勤
王
家
が
困
苦
を
な

め
た
様
な
了
見
に
な
ら
な
く
て
は
駄
目
だ
ら
う
と
思
ふ
。
間
違
っ
た
ら
神
経
衰

弱
で
も
気
違
で
も
入
牢
で
も
何
で
も
す
る
了
見
で
な
く
て
は
文
学
者
に
な
れ
ま

い
と
思
ふ
」
と
は
、
作
者
の
「
草
枕
」
的
世
界
か
ら
の
超
脱
と
も
、
「
野
分
」

（
明
4
0
・
1
）
へ
の
移
行
と
も
見
ら
れ
る
べ
き
と
こ
ろ
だ
が
、
し
か
し
続
い
て
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ヘ
 
 
ヘ
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ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

「
僕
は
一
面
に
於
て
俳
譜
的
文
学
に
出
入
す
る
と
同
時
に
一
面
に
於
て
死
ぬ
か

（77）



生
き
る
か
、
命
の
や
り
と
り
を
す
る
様
な
維
新
の
志
士
の
如
き
烈
し
い
精
神
で

文
学
を
や
っ
て
見
た
い
」
と
い
う
時
、
作
者
は
必
ず
し
も
こ
の
両
者
を
対
極
的

世
界
と
見
て
い
る
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
や
は
り
こ
の
書
簡
中
に
「
美
的
な
文

学
は
昔
の
学
者
が
冷
評
し
た
如
く
閑
文
字
に
帰
着
す
る
。
俳
句
趣
味
は
此
閑
文

字
の
中
に
遣
寵
し
て
喜
ん
で
居
る
。
然
し
大
な
る
世
の
中
は
か
㌧
る
小
天
地
に

寝
こ
ろ
ん
で
居
る
様
で
は
到
底
動
か
せ
な
い
」
と
い
う
時
、
先
の
文
中
（
σ
）
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に
い
う
h
人
情
な
る
狭
き
立
脚
地
」
云
々
と
い
う
視
点
は
面
倒
さ
れ
て
い
る
か

に
み
え
る
が
、
そ
う
で
は
あ
る
ま
い
。
む
し
ろ
こ
こ
で
は
「
美
的
な
文
字
」
な

る
「
小
天
地
」
も
「
人
情
な
る
狭
き
立
脚
地
」
も
、
と
も
に
止
揚
さ
れ
、
統
合

さ
る
べ
き
も
の
、
相
対
化
さ
れ
た
も
の
と
し
て
作
者
の
視
角
の
な
か
に
あ
る
。

 
す
で
に
先
の
C
の
部
分
以
後
の
文
脈
の
屈
折
展
開
が
、
「
野
分
」
一
篇
の
書

か
る
べ
き
必
然
を
示
し
、
「
二
百
十
日
」
を
へ
て
「
野
分
」
へ
と
い
う
展
欄
は

対
極
へ
の
反
転
な
ら
ぬ
、
「
草
枕
」
自
体
の
孕
む
世
界
の
延
長
上
の
一
歩
に
す

ぎ
ま
い
。
「
僕
は
サ
ボ
テ
ン
党
で
も
露
西
亜
党
で
も
な
い
」
 
（
明
3
9
・
1
0
・
2
1

森
田
草
平
宛
書
簡
）
と
い
う
時
、
や
が
て
「
草
枕
」
と
「
野
分
」
を
統
合
し
た

文
体
、
発
想
の
一
里
程
と
し
て
「
虞
美
人
草
」
の
書
か
れ
た
必
然
も
ま
た
肯
け

よ
う
。
す
で
に
作
者
の
「
草
枕
」
執
筆
中
（
明
3
9
・
7
・
2
6
～
8
・
9
）
の
書

簡
に
一
「
小
生
千
駄
木
に
あ
っ
て
文
を
草
す
。
左
右
前
後
に
居
る
も
う
ろ
く

ど
も
一
切
気
に
喰
は
ず
朝
か
ら
晩
迄
喧
嘩
な
り
此
中
に
在
っ
て
名
文
が
か
け

ぬ
弱
な
ら
文
章
は
や
め
て
仕
舞
ふ
考
な
り
」
「
手
紙
の
十
本
や
二
十
本
来
た
っ

て
詩
想
が
妨
げ
ら
る
㌧
様
な
デ
リ
ケ
ー
ト
な
文
章
家
に
あ
ら
ず
。
喧
嘩
を
し
つ

～
、
勉
強
を
し
つ
㌧
、
文
章
を
か
き
つ
㌧
、
も
う
ろ
く
ど
も
が
く
た
ば
る
迄
は

決
し
て
千
駄
木
を
う
つ
ら
ず
し
て
、
安
々
と
往
生
仕
る
覚
悟
な
れ
ば
」
云
々
と

あ
り
（
こ
の
よ
う
な
烈
し
い
語
調
の
書
簡
が
三
十
九
年
六
月
よ
り
十
月
終
り
の

頃
ま
で
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
）
、
ま
た
翌
七
日
の
書
簡
（
畔
柳
都
太
郎
宛
）
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に
は
「
来
九
月
の
新
小
説
に
小
生
が
芸
術
並
等
人
生
観
の
一
局
部
を
代
表
し
た

ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

る
小
説
あ
ら
は
る
べ
く
」
 
「
是
と
て
も
全
部
の
漱
石
の
趣
味
意
見
と
申
す
訳
に

は
無
之
」
云
々
と
あ
る
。
 
「
猫
」
や
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
か
ら
「
二
百
十
日
」

「
野
分
」
へ
と
続
く
初
期
文
学
（
「
澱
虚
集
」
中
の
短
篇
系
列
に
つ
い
て
は
、

い
ま
こ
こ
で
は
特
に
ふ
れ
な
い
）
の
な
か
に
置
か
れ
た
「
草
枕
」
一
篇
の
あ
り

よ
う
は
、
こ
こ
に
ほ
ば
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

 
か
く
し
て
「
草
枕
」
の
世
界
は
「
美
的
な
文
字
」
の
底
部
に
ひ
め
ら
れ
た
潜

熱
の
ご
と
き
も
の
を
持
し
て
、
終
末
へ
と
踏
み
出
し
て
ゆ
く
。
先
の
十
二
章
に

お
け
る
A
以
下
の
部
分
で
、
画
工
の
旅
を
め
ぐ
る
美
学
論
議
は
終
止
符
を
う
た

れ
、
画
工
は
海
を
見
お
ろ
す
山
城
の
一
角
か
ら
那
美
さ
ん
と
「
野
武
士
」
の
ご

と
き
男
の
出
会
い
を
か
い
ま
見
る
こ
と
に
な
り
、
女
は
画
工
に
そ
れ
が
別
れ
た

先
夫
で
あ
り
、
満
州
へ
行
く
の
だ
と
告
げ
る
。
女
は
さ
ら
に
従
弟
の
久
一
を
訪

ね
て
、
伯
父
か
ら
の
銭
別
だ
と
い
っ
て
白
鞘
の
短
刀
を
与
え
る
。
こ
う
し
て
終

章
（
十
三
）
の
久
一
の
出
征
を
送
っ
て
の
駅
頭
の
場
面
と
な
り
、
女
は
眼
前
を

去
り
ゆ
く
列
車
の
窓
に
思
い
が
け
ず
先
夫
の
顔
を
見
出
す
。

 
 
野
武
士
の
顔
は
す
ぐ
消
え
た
。
那
美
さ
ん
は
当
然
と
し
て
、
行
く
汽
車
を

 
見
送
る
。
其
荘
然
の
う
ち
に
は
不
思
議
に
も
今
迄
か
つ
て
見
た
事
の
な
い

 
「
憐
れ
」
が
一
面
に
浮
い
て
み
る
。
／
「
そ
れ
だ
1
 
そ
れ
だ
！
 
そ
れ
が

 
出
れ
ば
書
に
な
り
ま
す
よ
」
／
と
余
は
奈
美
さ
ん
の
肩
を
叩
き
な
が
ら
小
声

 
に
云
っ
た
。
余
が
胸
中
の
書
面
は
予
土
嵯
の
際
に
成
就
し
た
の
で
あ
る
。

 
こ
の
終
末
の
場
面
を
め
ぐ
っ
て
論
議
は
つ
き
ぬ
が
、
「
憐
れ
」
の
持
ち
出
さ

れ
た
意
味
は
何
か
。
「
胸
中
の
書
面
」
の
成
就
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
恐

ら
く
こ
の
結
末
の
解
き
方
に
、
「
草
枕
」
一
篇
の
成
否
も
ま
た
賭
け
ら
れ
て
い
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る
と
言
っ
て
よ
い
。

五

 
「
草
枕
」
末
尾
の
場
面
を
め
ぐ
っ
て
、
こ
れ
を
も
は
や
「
非
人
情
」
の
世
界

の
破
綻
と
見
る
か
、
そ
れ
と
も
成
就
と
見
る
か
-
論
は
二
つ
に
分
か
れ
る
が

果
し
て
こ
の
作
品
自
体
、
こ
の
よ
う
な
二
者
択
一
を
許
す
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

先
ず
「
憐
れ
」
な
る
も
の
の
意
味
が
問
わ
れ
、
さ
ら
に
は
画
工
の
心
を
終
始
占

め
る
、
あ
の
オ
フ
エ
リ
ア
の
水
死
の
イ
メ
ー
ジ
が
問
わ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。
峠

の
茶
屋
で
婆
さ
ん
と
馬
子
と
の
問
に
女
（
那
美
さ
ん
）
の
馬
に
乗
っ
た
嫁
入
り

姿
が
話
題
と
な
っ
た
時
、
画
工
の
脳
裡
に
「
忽
然
」
と
浮
か
ん
だ
の
は
「
ミ
レ

ー
の
か
い
た
オ
フ
エ
リ
ア
の
面
影
」
で
あ
り
、
そ
の
「
合
掌
し
て
水
の
上
を
流

れ
て
行
く
姿
」
は
容
易
に
画
工
の
胸
か
ら
消
え
さ
ろ
う
ど
は
し
な
か
っ
た
。
こ

の
狂
気
と
死
に
つ
な
が
る
オ
フ
エ
リ
ア
の
像
は
や
が
て
登
場
す
る
ヒ
ロ
イ
ン
の

姿
に
重
な
り
、
画
工
の
描
か
ん
と
す
る
画
題
へ
の
伏
線
と
な
る
。
こ
の
オ
フ
エ

リ
ア
の
像
が
、
ロ
ン
ド
ン
留
学
時
の
漱
石
の
見
た
テ
イ
ト
・
ギ
ャ
ラ
リ
ー
の
画

像
の
、
忘
れ
が
た
く
深
い
印
象
に
つ
な
が
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

漱
石
の
文
明
批
判
の
核
と
も
な
る
強
烈
な
留
学
体
験
の
様
相
は
、
す
で
に
処
女

作
「
倫
敦
塔
」
（
明
3
8
・
1
）
な
ど
に
も
明
ら
か
な
と
こ
ろ
だ
が
、
オ
フ
エ
リ

ア
の
水
死
の
イ
メ
…
ジ
も
ま
た
こ
れ
と
無
縁
で
あ
る
は
ず
は
な
い
。
こ
の
オ
フ

エ
リ
ア
の
像
は
先
ず
馳
蕩
た
る
東
洋
的
詩
境
に
遊
ば
ん
と
す
る
画
工
の
胸
中
の

「
折
角
の
図
面
」
を
も
「
取
り
崩
」
 
（
一
〉
さ
せ
ず
に
は
お
か
ぬ
、
異
様
な
イ

メ
ー
ジ
と
し
て
出
現
し
た
。

 
い
ま
再
び
、
湯
ぶ
ね
に
身
を
横
た
え
「
流
れ
る
も
の
～
な
か
に
、
暴
民
流
し

て
居
れ
ば
、
基
督
の
御
弟
子
に
な
っ
た
よ
り
難
甘
い
」
 
（
七
、
以
下
同
）
と
眩

「
草
枕
」
の
世
界
 
一
そ
の
モ
チ
ー
フ
の
所
在
を
め
ぐ
っ
て
一

く
画
工
の
脳
裡
に
オ
フ
エ
リ
ア
の
姿
が
浮
か
び
、
「
成
程
此
調
子
で
考
へ
る
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

土
左
衛
門
は
風
流
で
」
あ
り
、
、
「
余
が
平
生
か
ら
苦
に
し
て
居
た
、
ミ
レ
ー
の

オ
フ
エ
リ
ヤ
も
、
か
う
観
察
す
る
と
大
分
美
し
く
な
る
」
と
い
う
。
た
だ
ど
の

よ
う
な
表
情
を
与
え
る
か
が
難
題
だ
が
、
「
ミ
レ
ー
は
ミ
ゾ
ー
、
余
は
余
で
あ

る
か
ら
、
余
は
余
の
興
味
を
以
て
、
 
一
つ
風
流
な
土
左
衛
門
を
か
い
て
見
た

い
」
と
い
う
。

 
「
基
督
の
御
弟
子
」
云
々
と
い
う
時
、
西
欧
と
の
断
絶
感
は
深
く
、
画
工
は
」

こ
こ
で
自
己
胸
中
の
文
脈
申
に
、
あ
え
て
い
え
ば
東
洋
的
詩
味
に
つ
な
が
る
世

界
の
な
か
に
、
留
学
体
験
の
残
像
と
し
て
西
欧
的
開
化
の
イ
メ
」
ジ
に
つ
な
が

る
オ
フ
エ
リ
ア
な
ら
ぬ
、
自
己
独
自
の
詩
的
な
水
死
者
の
イ
メ
ー
ジ
を
描
か
ん

と
す
る
。
い
ま
三
た
び
、
鏡
が
池
の
水
面
を
み
つ
め
る
画
工
の
前
に
、
私
の
水

死
噛
の
姿
を
描
い
て
鼠
沖
混
い
う
那
美
さ
ん
の
心
土
三
遍
重
な
り
、
無
限
に
散
る
落

椿
を
背
景
に
「
椿
が
長
へ
に
落
ち
て
、
女
が
長
へ
に
水
に
浮
い
て
み
る
感
じ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
そ
れ

を
あ
ら
は
し
た
い
が
、
夫
が
書
で
か
け
る
だ
ら
う
か
」
 
（
十
、
以
下
同
）
と
い

う
。
「
然
し
人
間
を
離
れ
な
い
で
人
間
以
上
の
永
久
と
云
ふ
感
じ
を
出
す
の
は

容
易
な
事
で
は
な
い
」
 
（
A
）
。
こ
こ
で
画
工
は
そ
の
成
否
を
決
す
る
も
の
が

「
憐
れ
」
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
，

 
 
憐
れ
は
神
の
知
ら
ぬ
情
で
、
し
か
も
神
に
尤
も
近
き
人
間
の
情
で
あ
る
（

 
B
）
。
御
那
美
さ
ん
の
表
．
情
の
う
ち
に
は
此
憐
れ
の
念
が
少
し
も
あ
ら
は
れ

 
て
居
ら
ぬ
。
そ
こ
が
物
足
ら
ぬ
の
で
あ
る
（
C
）
。
あ
る
咄
薩
の
衝
動
で
、

 
此
情
が
あ
の
女
の
眉
宇
に
ひ
ら
め
い
た
瞬
時
に
、
わ
が
書
は
成
就
す
る
で
あ

 
ら
う
。
然
し
i
何
時
そ
れ
が
見
ら
れ
る
か
解
ら
な
い
（
D
）
。
あ
の
女
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
う
す
わ
ら
ひ

 
顔
に
普
段
充
満
し
て
居
る
も
の
は
、
人
を
馬
鹿
に
す
る
微
笑
と
、
勝
た
う
、

 
勝
た
う
と
焦
る
八
の
字
の
み
で
あ
る
。
あ
れ
丈
で
は
、
と
て
も
物
に
な
ら
な
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い
（
E
）
。

 
さ
て
こ
の
「
憐
れ
」
と
は
何
か
。
A
と
B
は
同
じ
趣
意
の
も
の
だ
が
、
 
「
憐

 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

れ
は
神
の
知
ら
ぬ
情
」
と
い
う
時
、
こ
こ
に
も
く
神
V
と
い
う
名
辞
（
漱
石
の

場
合
に
は
し
ば
し
ば
そ
れ
は
西
欧
的
神
、
キ
リ
ス
ト
教
的
神
の
イ
メ
ー
ジ
を
意

味
す
る
）
に
対
す
る
異
和
感
は
強
く
、
し
か
も
「
神
に
尤
も
近
き
人
間
の
情
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ
 
 
う
 
 
ヘ
 
 
へ

と
い
う
時
、
そ
れ
は
「
人
間
」
（
あ
る
い
は
「
人
間
の
情
」
）
で
あ
り
つ
づ
「
神

に
近
い
」
と
い
う
、
 
一
種
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ツ
な
志
向
の
錯
綜
を
見
せ
る
っ
あ

え
て
錯
綜
と
い
う
の
は
く
神
V
の
一
語
に
こ
も
る
漱
石
（
あ
え
て
画
工
と
は
言

わ
ぬ
）
の
微
妙
な
葛
藤
を
見
る
ゆ
え
で
あ
る
。
C
E
と
続
く
文
脈
は
こ
の
「
憐

れ
」
の
発
見
が
那
美
さ
ん
と
い
う
存
在
の
救
済
に
つ
な
が
り
、
同
時
に
そ
れ
が

 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

「
開
化
し
た
揚
麩
観
音
」
と
評
さ
れ
る
存
在
で
あ
る
以
上
、
開
化
の
只
中
に
あ

る
自
他
を
含
め
た
存
在
へ
の
救
抜
的
志
向
を
含
む
こ
と
も
ま
た
否
め
ま
い
。
即

ち
D
に
い
う
「
わ
が
書
」
の
「
成
就
」
と
は
ま
た
同
時
に
、
画
工
自
身
の
自
己

救
抜
を
も
意
味
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

 
こ
こ
で
は
も
は
や
、
オ
フ
エ
リ
ア
の
イ
メ
ー
ジ
は
表
面
に
は
浮
き
出
て
来
ぬ

か
に
見
え
る
が
、
明
ら
か
に
死
の
イ
メ
ー
ジ
に
つ
な
が
る
落
々
と
水
底
深
く
漂

う
水
草
の
映
豫
に
ふ
れ
つ
つ
、
椿
の
不
気
味
な
色
に
ふ
れ
て
-
1
「
あ
の
色
は
只

の
赤
で
は
な
い
。
屠
ら
れ
た
る
囚
人
の
血
が
、
自
つ
か
ら
人
の
眼
を
惹
い
て
、

自
か
ら
人
の
心
を
不
快
に
す
る
如
く
一
種
異
様
な
赤
で
あ
る
。
／
見
て
み
る

と
、
ぼ
た
り
と
赤
い
奴
が
水
の
上
に
落
ち
た
」
「
し
ば
ら
《
す
る
と
又
ぼ
た
り

落
ち
た
」
。
か
く
し
て
「
際
限
な
く
落
ち
る
」
落
椿
に
こ
の
池
も
い
っ
か
は
「
埋

も
れ
て
」
し
ま
う
か
と
見
る
画
工
の
幻
想
の
背
後
に
、
あ
の
「
倫
敦
塔
」
一
篇
・

に
描
く
「
ボ
ー
シ
ャ
ン
塔
」
内
部
の
壁
に
し
た
た
る
不
気
味
な
血
の
イ
メ
ー
ジ

を
想
い
浮
べ
る
こ
と
は
、
あ
な
が
ち
に
無
理
な
飛
躍
と
の
み
は
言
え
ま
い
。

 
 
壁
の
上
に
残
る
横
縦
の
疵
は
生
を
欲
す
る
執
着
の
魂
暁
で
あ
る
。
（
中
略
）

 
さ
う
思
っ
て
見
る
と
何
だ
か
壁
が
湿
っ
ぽ
い
。
指
先
で
撫
で
㌧
見
る
ど
ぬ
ら

 
り
と
露
に
す
べ
る
。
指
先
を
見
る
と
真
赤
だ
。
壁
の
隅
か
ら
ぽ
た
り
く
と

 
露
の
珠
が
垂
れ
る
。
床
の
上
を
見
る
と
、
其
滴
り
の
痕
が
鮮
や
か
な
紅
み
の

 
紋
を
不
規
則
に
連
ね
る
。
十
六
世
紀
の
血
が
に
じ
み
出
し
た
と
思
ふ
。

 
こ
の
両
者
の
文
体
の
感
触
は
い
か
に
も
近
い
。
恐
ら
く
散
り
ゆ
く
椿
の
朱
を

「
屠
ら
れ
た
る
囚
人
の
血
」
に
ま
が
う
と
も
見
る
画
工
i
な
ら
ぬ
作
者
の
眼
に
、

「
倫
敦
塔
」
一
篇
の
幻
想
は
な
お
あ
ぎ
や
か
に
息
づ
き
、
〈
神
〉
と
く
人
間
の

情
V
と
の
上
昇
と
落
下
の
垂
直
的
志
向
を
語
る
語
り
手
の
背
後
に
へ
留
学
体
験

に
つ
な
が
る
文
明
批
判
と
、
さ
ら
に
そ
れ
よ
り
の
自
己
救
抜
の
志
向
は
明
ら
か

に
生
き
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
．
こ
の
作
を
つ
ら
ぬ
く
「
反
西
洋
主
義
」
な
る
も

の
が
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
が
、
そ
れ
も
ま
た
作
者
の
み
ず
か
ら
い
う
「
芸
術

観
及
人
生
観
上
の
一
局
部
」
に
す
ぎ
ま
い
。
続
く
十
一
章
の
画
工
の
観
海
寺
訪

問
の
場
面
は
、
再
び
作
者
一
流
の
低
徊
趣
味
を
伴
な
っ
て
語
ら
れ
i
「
余
が

散
歩
も
亦
此
流
儀
を
汲
ん
だ
、
無
責
任
の
散
歩
で
あ
る
。
只
神
を
頼
ま
ぬ
丈
が

一
層
の
無
責
任
で
あ
る
。
ス
タ
ー
ン
は
自
分
の
責
任
を
免
れ
る
と
同
時
に
之
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
 
 
 
 
 
ど
ぶ

在
天
の
神
に
嫁
し
た
。
引
き
受
け
て
呉
れ
る
神
を
持
た
ぬ
余
は
遂
に
之
を
泥
溝

の
中
に
棄
て
た
」
な
ど
の
語
が
あ
る
。
こ
れ
も
ま
た
一
見
、
反
西
洋
主
義
の
表

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

現
と
み
ら
れ
る
が
、
し
か
し
こ
の
文
体
と
い
い
、
先
の
浴
場
の
場
面
の
「
勉
学

へ
 
 
へ
 
 
 
 
 
リ
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

流
し
」
 
「
魂
迄
春
の
湯
に
浮
か
し
」
云
々
と
い
う
筆
画
と
い
い
、
一
種
低
徊
的

な
鱈
晦
趣
味
に
作
者
が
身
を
任
か
せ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
事
実

大
徹
と
の
談
話
も
ま
た
酒
脱
な
禅
問
答
め
い
た
展
開
を
示
し
、
例
の
「
探
偵
」

論
議
な
ど
画
工
な
ら
ぬ
作
者
の
雀
屈
を
晴
ら
す
か
と
み
え
る
が
、
つ
い
に
そ
れ

，
以
上
の
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
大
徹
の
那
美
さ
ん
を
評
し
て
「
近
頃
は
大
分
出
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来
て
き
て
」
「
あ
の
様
な
訳
の
わ
か
っ
た
女
に
な
っ
た
」
と
い
う
指
摘
も
、
一

面
で
の
理
解
で
は
あ
り
え
て
も
、
つ
い
に
こ
の
女
の
心
底
深
く
届
き
え
た
理
解

あ
る
い
は
批
判
で
は
あ
り
え
ま
い
。

 
続
く
十
二
章
は
こ
れ
を
受
け
て
禅
的
超
脱
こ
そ
は
真
の
芸
術
家
た
る
こ
と
へ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ゆ

の
道
と
し
、
彼
（
照
徹
）
は
「
之
く
所
に
同
化
し
て
、
行
尿
走
尿
の
際
に
も
、

完
全
た
る
芸
術
家
と
し
て
存
在
し
得
る
だ
ら
う
」
と
言
い
、
論
は
飛
躍
し
て
か

か
る
境
地
に
身
を
置
か
ん
と
す
る
「
今
の
余
は
真
の
画
家
で
あ
る
」
と
い
う
。

こ
の
文
脈
は
さ
ら
に
進
ん
で
先
の
A
B
以
下
の
屈
折
変
転
の
な
か
に
収
敏
さ
れ

て
ゆ
く
わ
け
だ
が
、
こ
の
反
西
洋
主
義
と
も
み
え
る
談
議
、
低
徊
が
、
先
に
ふ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

れ
た
こ
の
作
の
一
志
向
一
丁
人
情
を
離
れ
た
「
非
人
情
」
と
い
う
一
志
向
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

は
ふ
れ
え
て
も
、
つ
い
に
俗
人
情
を
超
え
た
「
非
人
情
」
と
い
う
、
こ
の
作
本

来
の
モ
チ
ー
フ
か
ら
は
は
な
れ
た
「
一
局
部
」
に
す
ぎ
ぬ
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。
か
く
し
て
、
終
末
の
場
面
の
「
憐
れ
」
1
「
神
の
知
ら
ぬ
」
 
「
し
か
も

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

神
に
尤
も
近
き
人
間
の
情
」
と
い
う
「
憐
れ
」
が
問
題
と
な
る
が
、
こ
れ
が
鏡

が
池
の
不
気
味
な
血
の
色
な
ら
ぬ
一
い
っ
さ
い
の
人
間
の
存
在
と
自
由
を
．
「

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ら
っ

情
け
容
赦
」
も
な
く
縛
し
て
拉
し
去
る
「
文
明
」
の
象
徴
た
る
非
情
な
「
貨
車
」

の
窓
を
背
景
に
、
い
や
こ
れ
と
面
侍
し
て
現
わ
れ
る
こ
と
に
注
目
せ
ざ
る
を

え
ま
い
。
そ
れ
が
女
の
「
千
早
」
た
る
自
失
の
、
無
意
識
の
も
の
で
も
あ
る
が

ゆ
え
に
、
そ
の
過
剰
な
自
意
識
、
あ
る
い
は
演
技
意
識
か
ら
の
救
い
で
あ
り
え

た
と
も
い
え
る
。
ま
た
そ
れ
ゆ
え
に
画
工
の
モ
チ
ー
フ
も
ま
た
「
成
就
」
し
え

た
と
も
い
え
る
。
・
し
か
し
そ
れ
は
単
に
「
非
人
情
」
の
美
学
の
破
綻
で
も
、
ま

た
そ
れ
へ
の
反
論
と
し
て
の
「
非
人
情
」
美
学
の
勝
利
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る

ま
い
。
作
者
自
身
こ
れ
を
一
「
『
憐
れ
』
と
い
ふ
の
が
人
情
の
一
部
で
も
」

「
『
憐
れ
』
の
表
情
が
感
覚
的
に
書
題
に
調
和
す
る
か
」
「
美
か
美
で
な
い
か

「
草
枕
」
の
世
界
 
1
そ
の
モ
チ
ー
フ
の
所
在
を
め
ぐ
っ
て
一

と
い
ふ
点
か
ら
」
「
観
察
」
す
る
と
い
う
「
画
工
が
此
態
度
で
居
れ
ば
」
「
観

察
の
態
度
は
矢
張
り
純
非
人
情
で
あ
る
」
と
い
う
。
し
か
し
画
工
の
あ
り
よ
う

が
純
客
観
、
純
審
美
の
姿
勢
か
ら
踏
み
出
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
ふ
れ

た
通
り
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
れ
に
続
く
1
画
工
は
「
紛
々
た
る
俗
人
情
を
晒

と
」
し
、
「
純
人
情
た
る
芝
居
す
ら
も
い
や
に
」
な
り
、
「
非
人
情
の
旅
」
に

出
た
の
だ
と
い
う
同
じ
書
簡
の
言
葉
は
、
す
で
に
ふ
れ
た
作
品
自
体
の
孕
む
モ

チ
：
フ
の
矛
盾
混
在
を
、
作
者
み
ず
か
ら
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
あ
い
矛

盾
す
る
機
因
を
孕
み
つ
つ
、
「
俗
人
情
」
か
ら
「
非
人
情
の
旅
」
へ
と
い
う
モ

チ
ー
フ
が
、
お
の
ず
か
ら
に
「
俗
人
情
」
そ
の
も
の
を
も
「
非
人
情
」
化
し
つ

つ
描
き
と
ら
ん
と
す
る
画
工
本
来
の
モ
チ
ー
フ
へ
と
反
転
し
え
た
時
、
詩
的
仙

境
の
舞
台
か
ら
文
明
論
の
舞
台
、
「
現
実
世
界
」
へ
と
展
開
し
た
こ
と
は
必
然

で
あ
り
、
画
工
の
絵
は
「
現
実
世
界
」
そ
の
も
の
の
場
で
「
成
就
」
せ
ね
ば
な

ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
果
し
て
こ
れ
を
画
工
の
「
非
人
情
」
美
学

が
、
よ
く
「
現
実
世
界
」
を
領
略
し
え
た
勝
利
と
言
い
う
る
の
か
。

 
す
で
に
こ
の
作
を
つ
ら
ぬ
く
モ
チ
ー
フ
の
矛
盾
、
着
想
の
混
在
に
つ
い
て
は

ふ
れ
た
。
そ
れ
は
く
俗
〉
（
「
現
実
世
界
」
）
を
離
れ
ん
と
し
て
逆
に
〈
俗
〉

に
帰
ら
ん
と
し
、
〈
美
〉
に
遊
ば
ん
と
し
て
逆
に
く
倫
理
V
に
向
わ
ん
と
す

る
一
こ
の
二
重
の
ベ
ク
ト
ル
の
併
在
と
い
っ
て
も
よ
い
。
こ
の
両
者
は
重
ね

写
し
と
な
っ
て
こ
の
作
を
つ
ら
ぬ
く
。
た
と
え
ば
終
末
の
「
憐
れ
」
を
め
ぐ
る

 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

画
工
の
「
胸
中
の
画
面
」
の
成
就
も
、
文
意
に
即
し
て
み
れ
ば
画
工
の
詩
美
の

世
界
に
漂
う
、
水
に
浮
か
ぶ
女
の
姿
と
な
ろ
う
。
し
か
し
駅
頭
に
向
う
船
申
、

再
び
女
が
私
の
絵
を
か
い
て
く
れ
と
言
い
、
画
工
の
即
興
の
一
句
を
排
し
て
「

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

こ
ん
な
デ
筆
が
き
で
は
」
な
く
、
「
も
っ
と
私
の
気
象
の
出
る
様
に
、
丁
寧
に
か

い
て
」
く
れ
と
い
う
女
の
言
葉
に
対
し
て
、
 
「
わ
た
し
も
か
き
た
い
の
だ
が
」

（ 81 ）



「
只
少
し
足
り
な
い
所
が
あ
る
」
「
そ
れ
が
出
な
い
所
を
か
く
と
、
惜
し
い
」

と
い
う
画
工
の
答
え
は
も
と
よ
り
終
末
の
伏
線
と
は
な
る
が
、
す
で
に
詩
美
の

範
疇
を
超
え
た
倫
理
の
世
界
、
死
者
の
イ
メ
ー
ジ
な
ら
ぬ
生
者
の
、
現
実
の
、

も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
作
を
つ
ら
ぬ
く
画
題
の
成
就
と
い
う
基
軸
に
お
い
て

も
、
こ
の
作
を
つ
ら
ぬ
く
倫
理
的
志
向
の
所
在
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は

作
者
本
来
の
も
の
で
は
あ
る
が
同
時
に
、
こ
の
作
に
流
れ
る
審
美
的
世
界
を
踏

み
破
っ
て
現
れ
た
も
の
で
も
あ
る
。
後
に
こ
の
作
を
不
満
と
し
た
作
者
の
主
意

は
、
恐
ら
く
こ
の
美
と
倫
理
を
め
ぐ
る
主
想
の
乖
離
、
拡
散
に
あ
っ
た
と
見
て

よ
か
ろ
う
。
画
工
な
ら
ぬ
作
者
「
胸
中
の
画
面
」
は
、
や
が
て
「
虞
美
人
草
」

一
篇
に
開
花
す
べ
き
な
に
も
の
か
を
孕
ん
で
い
た
は
ず
で
あ
り
、
「
非
人
情
が

ち
と
強
過
ぎ
た
様
だ
」
 
（
一
）
と
い
う
作
中
の
言
葉
は
、
皮
肉
に
も
、
こ
の
作

に
対
す
る
作
者
の
に
が
い
感
概
を
最
も
よ
く
伝
え
え
た
も
の
で
あ
っ
た
か
も
し

れ
な
い
。

信
じ
て
い
た
か
と
い
う
矛
盾
に
つ
い
て
は
重
松
泰
雄
「
漱
石
初
期
作
品
ノ
ー
ト

ー
『
草
枕
』
の
本
質
1
」
 
（
「
文
学
論
輯
」
昭
4
0
・
3
）
、
志
保
田
那
美
の
モ

デ
ル
を
め
ぐ
る
考
察
と
し
て
は
駒
尺
喜
美
「
『
草
枕
』
の
舞
台
裏
一
前
田
卓

子
と
革
命
」
 
（
「
日
本
文
学
」
昭
4
9
・
5
）
、
ま
た
「
草
枕
」
と
謡
曲
的
情
趣

乏
の
関
連
を
指
摘
し
た
も
の
と
し
て
面
谷
昭
彦
「
『
草
枕
』
の
世
界
」
 
（
「
解

釈
と
鑑
賞
）
昭
4
5
・
9
）
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
す
ぐ
れ
た
考
察
を
ふ
く
ん
だ
好
論

と
し
て
（
多
ぐ
の
示
唆
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
を
付
記
し
て
お
く
。
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付
記
・
1
「
草
枕
」
一
篇
を
め
ぐ
る
諸
家
の
論
を
注
と
し
て
、
少
し
丁
寧
に

紹
介
す
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
が
、
も
は
や
そ
の
紙
幅
も
な
く
な
っ
た
。
た
だ
そ

の
一
端
に
ふ
れ
れ
ば
ー
オ
フ
ェ
リ
ア
の
画
像
を
め
ぐ
っ
て
は
越
智
治
雄
「

漱
石
と
夢
の
極
点
」
 
（
「
国
文
学
」
昭
4
9
・
H
）
、
野
谷
士
「
漱
石
の
シ
ェ
イ

ク
ス
、
ピ
ア
」
（
昭
4
9
・
3
、
朝
日
出
版
社
）
に
す
ぐ
れ
た
指
摘
が
あ
り
、
「
非
人

情
」
論
議
を
め
ぐ
っ
て
は
越
智
治
雄
「
草
枕
」
（
「
漱
石
私
論
」
所
収
）
、
平
岡

敏
夫
「
志
保
田
那
美
（
『
草
枕
』
）
」
（
「
国
文
学
」
昭
4
3
・
2
）
寺
田
透
「
『
草

枕
』
の
文
章
」
（
「
文
学
と
そ
の
内
面
と
外
界
」
所
収
）
、
ま
た
「
憐
れ
」
を
め

ぐ
る
矛
盾
の
考
察
に
つ
い
て
は
久
保
忠
夫
「
草
枕
」
（
「
国
文
学
」
昭
4
4
・
4
）

岡
崎
義
恵
「
漱
石
と
則
夫
去
私
」
、
作
者
は
果
し
て
「
非
人
情
」
的
芸
術
観
を

'


