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山
上
壮
心
は
、
万
葉
集
の
数
多
い
歌
人
の
中
に
あ
っ
て
、
専
ら
人
生
を
直
視

し
思
想
的
な
歌
を
残
し
た
、
学
識
豊
か
な
人
生
派
歌
人
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い

る
。
作
品
に
、
老
・
病
・
貧
苦
・
父
性
愛
を
高
ら
か
に
歌
い
、
長
い
漢
文
や
、

漢
詩
を
残
し
て
い
る
所
か
ら
、
奈
良
朝
の
歌
壇
か
ら
、
い
や
い
わ
ゆ
る
和
歌
文

学
史
上
か
ら
も
孤
立
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
特
異
な
歌
人
で
あ
る
。
然
し
〉
い

つ
れ
の
作
品
に
も
極
め
て
個
性
豊
か
な
人
間
味
が
感
じ
ら
れ
て
、
親
し
み
が
感

じ
ら
れ
る
事
で
も
集
中
第
一
の
歌
人
で
あ
ろ
う
。

 
憶
良
は
万
葉
の
歌
人
と
し
て
は
、
そ
の
生
没
年
代
や
閲
歴
が
比
較
的
正
確
に

把
握
で
き
る
方
で
あ
る
。
「
続
日
本
紀
」
文
武
天
皇
・
大
宝
元
年
春
正
月
の
条

こ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
／

 
 
丁
酉
、
以
御
守
民
部
尚
書
直
大
武
粟
田
朝
臣
眞
人
一
為
二
遣
唐
執
節
使
一
、

 
 
左
大
魚
直
廣
参
高
橋
朝
臣
笠
間
為
二
大
使
｝
…
…
進
撃
墨
壷
猪
史
阿
麻
留
、

 
 
光
位
山
於
憶
良
為
二
皇
運
一
。

と
あ
る
の
を
は
じ
め
と
し
て
、
 
「
続
日
本
紀
」
、
万
葉
集
の
両
書
に
よ
っ
て
馬
，

大
体
憶
良
の
生
き
て
い
た
時
代
、
閲
歴
、
作
歌
年
代
等
が
浮
か
び
上
っ
て
く

る
。
又
そ
の
全
作
品
（
ひ
と
ザ
長
短
の
和
歌
の
み
な
ら
ず
漢
詩
文
を
含
め
て

の
）
を
注
意
深
く
読
み
味
わ
う
こ
と
で
、
彼
の
思
想
、
学
識
、
生
活
態
度
、
家

庭
状
態
な
ど
も
か
な
り
具
体
的
に
伺
い
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
れ
だ
け
に
、

山
上
憶
良
は
実
在
感
に
富
ん
だ
人
間
味
豊
か
な
歌
人
と
し
て
私
達
に
迫
っ
て
く

る
の
で
あ
る
。
よ
く
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
奈
良
朝
の
歌
壇
は
、
和
歌
が
拝
情
の

世
界
を
歌
う
こ
と
に
重
点
を
置
い
た
時
代
で
あ
っ
た
が
、
一
方
で
は
長
歌
に
新

し
い
世
界
を
求
め
よ
う
と
す
る
試
み
も
幾
人
か
の
歌
人
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
。

特
に
、
長
歌
に
「
伝
説
」
を
語
ら
せ
た
高
橋
虫
麻
呂
と
「
人
生
」
を
歌
わ
せ
た

と
言
わ
れ
る
憶
良
の
二
人
は
、
長
歌
に
こ
そ
そ
の
本
領
を
発
揮
し
た
歌
人
と
言

え
よ
う
。
大
き
く
考
え
る
ど
、
万
葉
の
長
歌
の
歌
い
方
に
は
、
人
麻
呂
流
の
、
，

伝
統
を
ふ
ま
え
た
形
式
美
の
中
に
、
人
を
圧
倒
す
る
情
熱
を
盛
り
込
む
行
き
方

と
、
虫
麻
呂
・
憶
良
流
の
、
話
の
筋
や
思
想
の
展
開
を
散
文
的
に
長
歌
に
託
す

る
歌
い
方
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
前
者
が
畳
む
ね
言
葉
の
韻
律

美
や
映
像
性
に
重
き
を
置
く
の
に
対
し
て
、
後
者
は
事
象
の
描
写
を
中
心
に
し

て
い
る
と
言
え
よ
う
。
前
者
が
「
言
葉
を
し
て
語
ら
し
め
て
い
る
」
の
に
対

し
、
後
者
が
「
言
葉
で
語
っ
て
い
る
」
の
で
あ
る
。
後
者
の
立
場
に
立
つ
憶
良

は
、
日
本
文
学
史
上
は
じ
め
て
詩
歌
に
明
明
に
思
想
を
感
じ
さ
せ
る
し
、
そ
の

後
継
者
を
な
か
な
か
求
め
得
な
い
。
憶
良
が
正
当
か
否
か
は
別
に
し
て
今
日

の
よ
う
に
盛
ん
に
も
て
は
や
さ
れ
は
じ
め
た
の
は
、
ご
く
最
近
の
事
で
あ
っ
た

（！3）
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が
、
そ
の
評
価
は
ま
さ
に
膨
濟
と
し
て
高
ま
り
、
今
日
の
憶
良
露
呈
は
ま
す
ま

す
広
く
深
い
も
の
と
な
り
つ
つ
あ
る
。
憶
良
に
つ
い
て
今
日
論
じ
ら
れ
て
い
る

問
題
点
を
簡
単
に
ま
と
め
て
み
る
と

一
、
出
自
・
生
没
年
代
に
関
し
て

 
イ
、
出
自
が
帰
化
人
か
否
か

 
ロ
、
家
系
・
家
柄
が
ど
の
程
度
で
あ
っ
た
か

 
ハ
、
・
生
年
及
び
没
年
を
い
っ
と
定
め
る
か
、

二
、
官
歴
及
び
交
友
関
係
に
つ
い
て

 
二
、
官
職
歴
と
年
令
の
関
係

，
ホ
、
旅
人
と
の
交
友
関
係
の
本
質
に
つ
い
て

三
、
歌
自
体
に
つ
い
て

 
へ
、
巻
五
所
収
の
作
者
未
詳
歌
、
巻
十
六
所
収
の
筑
前
国
財
賀
白
郎
歌
十
首

 
 
 
の
諸
歌
が
果
し
て
憶
良
の
作
と
し
て
よ
い
か
否
か
。

 
ト
、
日
本
挽
歌
（
七
九
四
～
七
九
九
）
の
対
象
は
「
旅
人
の
妻
」
か
「
憶
良

 
 
 
の
妻
」
か
。

 
チ
、
憶
良
の
学
問
・
思
想
・
人
生
感
と
歌
と
の
関
係
に
つ
い
て
。

四
、
大
伴
家
持
が
言
う
所
の
「
山
柿
」
は
柿
本
人
麻
呂
と
山
部
赤
人
か
憶
良
か
。

等
が
挙
げ
ら
れ
る
。
勿
論
夫
々
の
歌
や
文
章
に
つ
い
て
の
も
っ
と
こ
ま
か
い
研

究
も
な
さ
れ
て
い
て
貴
重
な
成
果
が
あ
が
っ
て
．
い
る
が
、
右
の
諸
問
題
は
憶
良

研
究
上
比
較
的
大
き
な
も
の
で
、
議
論
の
多
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、

更
に
大
き
な
問
題
で
、
ま
さ
に
甲
論
乙
駁
し
て
い
る
の
が
憶
良
の
評
価
の
問
題

で
は
な
か
ろ
・
γ
か
。
そ
し
て
そ
の
憶
良
を
ど
う
評
価
す
る
か
は
、
右
に
あ
げ
た

諸
問
題
と
無
関
係
で
は
な
く
、
む
し
ろ
殆
ん
ど
全
て
と
深
い
か
か
わ
り
が
あ
る

事
は
少
し
考
え
て
み
れ
ば
明
か
で
あ
ろ
う
。

（

 
今
日
、
万
葉
の
歌
人
の
申
で
最
も
知
名
度
の
高
い
の
は
何
と
言
っ
て
も
柿
本

人
麻
呂
で
あ
ろ
う
が
、
歌
自
体
が
知
ら
れ
て
い
る
と
言
う
点
か
ら
考
え
る
と
、

「
憶
良
ら
は
今
は
罷
ら
む
子
泣
く
ち
む
そ
を
負
ふ
母
も
吾
を
待
つ
ら
む
そ
三
三

 
 
 
 
し
ろ
か
ね
 
く
が
ね

七
」
や
「
銀
も
金
も
玉
も
何
せ
む
に
勝
れ
る
宝
子
に
及
か
め
や
も
八
〇

三
」
を
歌
っ
た
憶
良
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
又
万
葉
の
歌
人
中
、
名
前
を
聞

く
と
作
品
の
傾
向
や
歌
人
的
資
質
が
思
い
浮
か
ぶ
と
言
う
点
で
、
叢
薄
は
屈
指

の
歌
人
で
あ
る
。
そ
れ
は
日
本
文
学
研
究
者
間
で
そ
う
で
あ
る
と
言
う
以
上
に

．
一
般
の
歌
の
愛
好
家
に
言
え
る
点
で
、
憶
良
の
歌
人
と
し
て
の
存
在
意
義
が
感

じ
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
現
象
は
全
く
今
日
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
明
治

以
前
の
憶
良
に
対
す
る
評
価
・
関
心
は
他
の
万
葉
歌
人
に
比
べ
て
決
し
て
高
い

も
の
で
は
な
く
、
勅
撰
集
入
集
歌
が
殆
ん
ど
な
い
事
、
歌
論
書
で
も
殆
ん
ど
触

れ
ら
れ
て
い
な
い
事
な
ど
を
見
る
と
、
む
し
ろ
無
視
さ
れ
て
来
た
と
言
う
方
が

当
を
得
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
憶
良
の
評
価
が
今
日
で
は
ま
さ
に
百
八
○

度
の
転
換
を
見
せ
て
、
か
く
も
高
く
な
っ
て
き
た
の
は
、
時
代
と
と
も
に
和
歌

観
に
大
き
な
変
化
が
あ
っ
た
こ
と
や
、
歌
の
鑑
賞
や
研
究
が
専
ら
歌
人
達
の
手

に
任
ら
れ
て
い
た
も
の
が
、
隣
接
諸
学
を
含
め
て
多
く
の
研
究
家
に
よ
っ
て
行

わ
れ
始
め
た
事
に
よ
る
と
言
え
よ
う
。
一
体
拝
芝
の
作
品
に
接
し
て
最
も
考
え

さ
せ
ら
れ
る
所
は
、
そ
の
作
品
が
古
代
文
学
の
広
い
底
辺
に
支
え
ら
れ
て
い
る

の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
孤
高
の
感
を
抱
か
せ
る
事
で
あ
る
。
確
か
に
題
材
の
上

で
は
、
防
人
歌
そ
の
他
に
、
入
生
の
暗
い
部
分
を
歌
っ
た
も
の
が
見
出
さ
れ
る

し
、
死
を
歌
っ
た
挽
歌
の
傑
作
は
人
の
胸
を
打
つ
が
、
そ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
も

静
止
し
た
感
動
・
乾
い
た
感
慨
を
読
者
に
与
え
る
だ
け
で
あ
る
。
な
ら
ば
防
人

の
悲
し
い
別
れ
や
、
父
母
を
慕
い
妻
子
を
思
う
情
は
ど
う
か
と
の
反
論
が
当
然

考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
防
人
の
歌
は
そ
の
防
人
と
言
う
特
殊
な
制
度
と
限
界
状

（14）



況
が
生
み
出
し
た
も
の
で
、
そ
の
悲
し
み
を
推
察
す
る
こ
と
は
出
来
る
と
し
て

も
、
私
達
を
共
感
の
渦
に
巻
き
込
む
に
は
、
質
量
と
も
に
弱
い
と
言
え
よ
う
。

そ
れ
に
対
し
て
、
憶
良
が
歌
う
、
子
供
へ
の
限
り
な
い
愛
情
・
老
・
病
・
貧
困

へ
の
嘆
き
は
時
を
越
え
て
私
達
の
胸
に
迫
る
も
の
が
あ
る
コ
単
な
る
共
感
で
な

く
、
そ
の
時
代
へ
の
怒
を
呼
び
お
こ
し
、
今
日
を
省
み
さ
せ
、
更
に
は
明
日
の

世
界
を
描
か
せ
る
力
が
表
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
題
材
の
重
さ
や
長
歌

の
特
性
及
び
機
首
の
歌
人
と
し
て
の
力
量
が
相
侯
っ
て
は
じ
め
て
可
能
な
こ
と

で
あ
っ
た
が
、
な
か
で
も
「
老
・
病
∵
貧
困
を
敢
え
て
歌
っ
た
」
と
言
う
点
が

高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。
い
や
人
生
の
苦
痛
の
み
な
ら
ず
、
自
分
の
ご
く
身
近

に
お
こ
る
喜
び
や
悲
し
み
と
言
う
日
常
生
活
を
、
目
を
そ
む
け
ず
、
飾
ら
ず
む

し
ろ
愚
直
と
思
え
る
態
度
で
歌
っ
て
い
る
所
に
憶
良
の
真
骨
頂
が
あ
る
と
さ
れ

昏
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
評
価
や
理
解
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
憶
良
著
は
、

 
感
受
性
豊
か
な
、
生
へ
の
激
し
い
執
着
と
愛
国
心
を
持
ち
、
家
族
、
特
に
子

供
へ
の
愛
情
に
温
れ
る
、
社
会
正
義
を
貫
ぬ
こ
う
と
し
た
老
人
、

 
と
言
う
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
憶
霊
像
は
大
体
に
お
い
て
正
．

し
い
ど
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
私
に
は
何
か
物
足
ら
な
い
、
肝
心
な
も
の
を

見
落
し
て
い
る
理
解
に
思
え
て
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
何
か
と
言
え
ば
、
右
の
憶

良
把
握
の
背
後
に
あ
る
、
「
素
朴
さ
へ
の
讃
美
」
に
対
す
る
疑
問
に
他
な
ら
な

い
。
つ
ま
り
私
は
、
憶
良
の
意
図
的
な
側
面
を
も
っ
と
大
き
く
見
て
取
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
、
憶
良
の
和
歌
創
作
上
の
或
い
は
文
学
上
の
技

巧
、
試
み
を
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
主
張
し
た
い
の
で

あ
る
。
憶
良
は
、
単
に
見
聞
し
た
現
実
の
諸
相
を
心
か
ら
の
痛
憤
や
叫
び
と
し

て
歌
っ
た
と
考
え
る
に
は
あ
ま
ヶ
に
老
成
し
て
い
た
し
、
学
究
的
で
あ
っ
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
愛
に
溺
れ
た
り
、
激
情
に
ま
か
せ
て
歌
う
タ
イ
プ
に
は
見

山
上
三
三
私
見
 
i
そ
の
文
学
志
向
性
に
つ
い
て
レ

え
な
い
。
遅
き
に
過
ぎ
た
登
用
以
前
の
苦
労
と
、
中
下
級
官
吏
に
負
わ
さ
れ
た

重
荷
、
徳
治
主
義
を
貫
こ
う
と
す
る
時
起
き
る
現
実
と
理
想
の
乖
離
の
悲
し
さ

が
数
々
の
悲
し
い
歌
を
詠
ま
せ
た
と
考
え
る
に
は
、
薄
唇
は
才
能
や
教
養
に
自

信
が
あ
り
す
ぎ
、
物
事
が
見
え
す
ぎ
た
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。
先
に
挙
げ

た
大
へ
ん
人
口
に
瞼
幽
し
て
い
る
「
銀
も
金
も
玉
も
何
せ
む
に
…
…
」
の
歌
は

古
来
、
子
を
思
う
親
心
の
真
髄
を
歌
っ
た
も
の
と
し
て
讃
え
ら
れ
て
き
た
。
然

し
一
方
で
は
こ
の
歌
に
あ
る
「
理
屈
つ
ぼ
さ
」
を
或
い
は
「
通
俗
性
」
を
非
難

す
る
人
も
少
く
な
い
Q
土
屋
文
明
氏
に
至
っ
て
は
「
万
葉
集
私
注
」
の
中
で

 
長
歌
よ
り
も
更
に
概
念
的
で
、
加
ふ
る
に
三
句
切
で
あ
る
か
ら
、
第
四
句
の

 
助
辞
の
不
足
に
よ
る
不
安
定
な
ど
が
あ
り
、
出
来
の
悪
い
も
の
で
あ
る
が
、

 
子
を
金
銀
珠
宝
に
比
較
し
て
勝
れ
り
と
す
る
通
俗
的
観
念
で
、
人
に
も
て
は

 
や
さ
れ
る
様
に
な
っ
た
筋
合
も
一
応
う
な
づ
け
る
。
現
今
な
ら
ば
元
よ
り
し

 
て
、
ポ
ス
タ
ー
用
の
作
と
い
ふ
所
で
あ
ら
う
か
。
し
か
し
作
者
の
目
的
は
部

 
民
教
喩
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
千
年
の
後
に
ま
で
力
を
失
は

 
ず
、
十
分
達
せ
ら
れ
た
と
言
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
か
。

と
氏
一
流
の
栽
断
を
ア
イ
ロ
ニ
ー
を
ま
じ
え
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
歌
人
と
し

て
の
激
し
い
評
価
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
に
類
す
る
考
え
は
か
な
り
一
般
的
で
あ

っ
て
、
理
財
の
或
種
の
形
式
主
義
的
な
発
想
、
大
向
う
に
受
け
る
表
現
に
き
び

し
い
目
が
向
け
ら
れ
て
い
る
。
又
憶
良
の
中
に
あ
る
、
学
者
、
思
想
家
と
し
て

の
才
能
の
方
を
、
歌
人
と
し
て
の
そ
れ
よ
り
も
高
く
み
よ
う
と
す
る
人
達
も
少

く
な
い
。
以
下
に
お
い
て
、
憶
良
に
お
け
る
重
要
な
「
面
が
、
創
作
に
対
す
る

異
常
と
思
え
る
程
の
意
欲
で
あ
り
、
彼
の
作
の
犬
部
分
が
、
か
な
り
綿
密
に
計

算
さ
れ
た
構
成
、
措
辞
か
ら
出
き
て
い
る
事
を
指
摘
し
て
み
た
い
。
そ
こ
に
こ

そ
憶
良
の
作
品
が
、
個
人
的
な
悲
し
み
や
怒
り
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
も
の
か
、

．

（15）



、

、

詩
的
な
創
造
か
ら
観
念
的
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
を
解
く
鍵
が
ひ
．
そ
ん
で

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

 
憶
良
の
創
作
に
か
け
る
情
熱
を
次
の
二
つ
の
面
か
ら
見
て
い
き
た
い
。

 
一
、
代
作
歌
や
そ
れ
に
類
す
る
作
品
が
多
い
事
。

 
二
、
構
成
上
に
大
い
に
工
夫
が
施
さ
れ
て
い
る
事
。

第
一
に
、
憶
良
に
は
代
作
歌
や
そ
れ
に
類
す
る
歌
の
多
い
事
が
屡
々
指
摘
さ
れ

る
が
、
そ
れ
に
．
つ
い
て
少
し
考
え
て
み
た
い
。
代
作
歌
や
そ
れ
に
類
す
る
も
の

と
し
て
は
、

 
敬
み
て
熊
凝
の
為
に
其
の
志
を
述
ぶ
る
歌
に
和
ふ
る
歌
六
首
芝
焼
嘱
（
八
八
四

～
八
八
六
）

 
貧
窮
問
答
0
歌
一
首
鞭
熾
嚇
（
八
九
二
。
八
九
三
）

 
七
夕
の
歌
二
五
一
八
-
一
五
二
六
 
一
五
二
八
・
一
五
ご
九
）

 
日
本
挽
歌
（
前
文
及
漢
詩
を
含
め
る
。
 
（
七
九
四
一
七
九
九
）
の
諸
作
を
挙

げ
る
事
が
出
来
る
乏
思
う
。
「
日
本
挽
歌
」
に
つ
い
て
は
従
来
「
憶
良
が
自
分

の
妻
の
死
を
悼
ん
だ
も
の
」
と
考
え
る
説
と
「
憶
良
が
旅
入
の
立
場
に
立
っ
て

詠
ん
だ
も
の
」
と
す
る
立
場
の
驚
喜
が
あ
っ
て
対
立
し
て
い
る
が
、
私
に
は
後

者
を
主
張
す
る
人
達
の
根
拠
が
妥
当
に
思
わ
れ
る
し
、
代
作
歌
を
多
く
詠
ん
で

い
る
と
言
う
早
良
の
歌
人
的
な
資
質
か
ら
考
え
て
も
「
旅
人
の
妻
の
死
を
憶
良

が
代
作
し
た
」
．
と
理
解
し
て
い
る
。
憶
良
の
こ
の
方
面
の
才
能
に
つ
い
て
川
村

幸
次
郎
氏
は
「
万
葉
集
研
究
t
憶
良
・
家
持
を
中
心
に
i
」
で

 
他
人
の
主
観
に
参
入
す
る
こ
と
の
う
ま
い
人
で
あ
る
。
前
述
の
大
伴
の
熊
凝

 
の
場
合
凝
り
。
彼
の
絶
唱
で
あ
る
「
貧
窮
問
答
」
然
り
。
数
々
の
「
七
夕

 
歌
」
が
そ
・
2
で
あ
る
。
但
し
そ
れ
は
単
な
る
表
現
技
法
と
し
て
で
は
な
く
。

 
彼
は
他
者
の
問
題
を
単
に
外
在
な
る
も
の
と
し
て
、
客
観
年
忌
傍
観
す
る
に

 
忍
び
な
い
性
格
の
人
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
自
ら
の
問
題
と
し
て
意
識
し
、

 
お
の
ず
か
ら
に
参
入
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
 
 
 
 
 
 
 
 
．

と
述
べ
ら
れ
る
。
こ
の
考
え
は
多
く
の
人
の
意
見
の
集
約
的
な
も
の
の
よ
う
に

思
わ
れ
る
が
、
も
っ
と
単
純
に
表
現
技
法
を
含
め
た
彼
の
創
作
意
欲
、
論
題
に

言
う
所
の
彼
の
文
学
志
向
性
に
代
作
の
存
在
理
由
を
求
め
る
べ
き
で
は
な
か
ろ

う
か
。

 
「
青
み
て
熊
凝
の
為
に
其
の
志
を
述
ぶ
る
歌
に
和
ふ
る
歌
六
首
」
は
、
有
間

皇
子
を
悲
し
ん
で
追
和
し
た
一
四
五
番
歌
と
同
様
、
他
人
の
歌
に
感
じ
て
追
和

し
た
も
の
で
あ
る
。
更
に
そ
の
試
み
を
進
め
て
序
の
前
半
で
熊
凝
の
人
と
な
り

と
死
に
場
所
を
、
後
半
で
死
に
臨
ん
で
の
熊
凝
の
独
白
、
続
い
て
長
短
六
首
の

歌
を
歌
わ
せ
て
い
る
。
麻
田
陽
春
も
山
椿
に
代
り
、

 
国
遠
き
道
の
長
手
を
記
し
く
今
日
や
過
ぎ
な
む
言
問
ひ
も
な
く
（
八
八
四
）

 
朝
霧
の
消
や
す
き
我
が
身
他
国
に
過
ぎ
か
て
ぬ
か
も
親
の
目
を
殺
り
（
八
八
五
）

と
短
歌
二
首
を
、
辞
世
の
歌
の
形
で
詠
ん
で
い
る
が
、
全
く
心
情
的
な
も
の
で

或
い
は
無
界
に
つ
い
て
何
か
知
る
所
が
あ
っ
た
も
の
か
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
-

は
今
教
え
て
は
く
れ
な
い
。
憶
良
は
陽
春
の
作
に
刺
激
さ
れ
て
の
作
と
し
て
い

る
も
の
～
、
序
の
後
半
か
ら
は
全
く
の
創
作
に
な
っ
て
い
る
。
謂
わ
ゆ
る
行
路

死
人
は
当
時
そ
れ
程
珍
ら
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
、
日
本
書
紀
推
古

二
十
一
年
十
二
月
の
条
に
載
せ
る
聖
徳
太
子
の
歌
、
柿
本
人
麻
呂
が
「
讃
岐
の

 
 
 
 
 
 
 
 
み
ま
か

狭
答
島
に
、
石
の
中
に
捻
れ
る
人
を
硯
て
」
詠
ん
だ
と
す
る
歌
（
二
二
〇
一
二

二
二
）
や
河
辺
宮
人
が
「
姫
島
の
松
原
に
嬢
子
の
屍
を
見
て
悲
し
び
歎
き
て
作

る
歌
」
 
（
二
二
八
・
二
二
九
）
等
集
中
に
も
散
見
す
る
し
、
 
「
続
落
本
紀
」
を

見
て
も
、
よ
く
引
用
さ
れ
る
和
銅
五
年
正
月
の
条
の

 
諸
国
役
民
 
還
レ
郷
之
日
 
食
糧
絶
乏
 
多
謹
二
道
路
一
転
填
溝
蟹
一
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其
類
不
レ
少

等
そ
の
種
の
記
事
は
少
く
な
い
。
実
際
に
見
聞
す
る
所
や
先
人
の
詠
ん
だ
歌
に

影
響
を
受
け
て
、
陽
春
の
歌
に
唱
和
し
よ
う
と
し
た
憶
良
の
試
み
た
の
は
、
単

な
る
短
歌
の
唱
和
で
は
な
く
、
序
文
・
長
短
歌
か
ら
な
る
総
合
的
な
作
品
で
あ

っ
た
。
そ
の
形
式
的
な
事
は
後
に
考
え
る
事
に
し
て
、
こ
の
歌
に
お
け
る
「
代

作
歌
」
の
意
味
を
考
え
る
に
、
こ
の
創
作
は
す
で
に
普
通
の
代
作
の
範
囲
か
ら

出
て
、
物
語
的
な
雰
囲
気
を
漂
わ
せ
て
い
る
。
憶
良
の
同
情
は
論
難
の
「
年
十

八
に
し
て
の
死
」
に
あ
り
、
そ
の
思
い
が
け
ぬ
死
か
ら
思
い
出
さ
れ
た
彼
の
父

母
へ
と
発
想
が
展
開
し
て
い
っ
て
い
る
9
こ
の
発
想
は
先
に
あ
げ
た
聖
徳
太
子

の
歌
に
「
…
親
無
し
に
、
汝
生
り
け
め
や
…
」
と
父
母
へ
の
言
及
が
あ
り
、
人

麻
呂
の
こ
二
〇
番
歌
に
「
…
…
伝
知
ら
ば
来
も
問
は
ま
し
を
、
王
桿
の
道
だ
に

知
ら
ず
 
お
ぼ
ぼ
し
く
 
待
ち
か
恋
ふ
ら
む
、
愛
し
き
妻
ら
は
」
と
妻
へ
の
同

情
が
歌
わ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
、
れ
ま
で
の
死
者
の
霊
を
鎮
め
る
為
の
歌
と

．
違
っ
て
、
憶
良
の
歌
う
熊
凝
の
辞
世
の
歌
に
は
想
像
力
に
よ
る
場
面
の
設
定
と

告
白
を
さ
せ
て
い
て
、
い
か
に
も
さ
も
あ
り
な
ん
と
万
人
に
思
わ
せ
る
点
で
大

き
な
違
い
が
あ
る
。
二
面
が
楽
し
ん
で
い
る
と
言
う
の
は
言
い
す
ぎ
で
あ
る
に

し
て
も
こ
れ
を
個
人
の
、
或
い
は
民
衆
の
立
場
に
立
つ
悲
し
み
の
な
せ
る
業
だ

と
す
る
考
え
を
私
は
ど
う
し
て
も
受
入
れ
る
事
が
出
来
な
い
。
一
体
、
こ
の
歌

を
代
作
と
呼
ぶ
て
と
自
体
抵
抗
を
覚
え
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
線
上
に
あ
る
と

思
う
「
貧
窮
問
答
歌
」
を
考
え
る
と
、
む
し
ろ
創
作
性
の
強
い
物
語
歌
の
趣
き

が
あ
る
。
・
長
歌
に
つ
い
て
言
え
ば
、
母
と
別
れ
て
京
へ
上
る
悲
し
さ
か
ら
始
ま

り
、
道
中
で
友
と
語
る
熊
凝
・
旅
の
途
中
で
空
し
て
病
を
得
て
父
母
を
思
い
出

し
狗
の
様
に
往
来
に
寝
て
死
を
迎
え
る
嘆
き
が
述
べ
ら
れ
て
い
て
、
道
具
立
て

が
出
来
す
ぎ
て
い
る
感
さ
え
す
る
様
に
つ
く
ら
れ
て
い
る
。
続
く
六
首
の
反
歌

山
上
憶
良
私
見
 
1
そ
の
文
学
志
向
性
に
つ
い
て
一

は
長
歌
に
比
べ
る
と
心
に
訴
え
る
も
の
を
も
っ
て
い
る
し
夫
々
の
歌
は
全
て
が

異
っ
た
発
想
の
も
と
に
作
ら
れ
て
い
る
。
特
に
最
後
の
歌

 
一
世
に
は
二
遍
見
え
ぬ
父
母
を
置
き
て
や
長
く
吾
が
別
れ
な
む
（
八
九
一
）

は
防
人
歌
「
時
々
の
花
は
咲
け
ど
も
何
す
れ
そ
母
と
ふ
花
の
咲
き
出
来
ず
け

む
」
 
（
四
三
二
三
）
の
歌
に
通
ず
る
若
者
の
悲
し
い
死
が
歌
わ
れ
て
い
る
。
短

歌
の
連
作
と
し
て
は
専
ら
拝
情
に
徹
し
て
い
て
細
や
か
な
感
性
が
感
じ
ら
れ
る

成
巧
の
部
類
に
属
す
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
周
到
の
作
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

 
「
貧
窮
問
答
歌
」
に
つ
い
て
は
最
後
に
構
成
・
虚
構
性
の
両
面
や
代
作
的
性

質
に
つ
い
て
考
え
る
の
で
後
に
残
し
て
、
次
に
「
七
夕
歌
」
に
つ
い
て
み
て
み

た
い
。
七
夕
歌
に
意
欲
的
に
取
り
組
ん
だ
昼
鳶
の
態
度
と
現
実
直
視
の
悲
痛
な

歌
と
は
そ
の
ま
ま
は
継
が
ら
ず
、
や
は
り
彼
の
創
造
性
・
文
学
的
空
想
力
の
問

題
と
し
で
解
釈
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
七
夕
歌
と
銘
う
つ
も
の
は
集

中
百
三
十
余
首
あ
る
が
う
人
麻
呂
歌
集
と
作
者
不
明
の
歌
を
除
け
ば
、
精
良
が

海
事
で
長
歌
一
首
短
歌
十
一
首
詠
ん
で
い
て
家
持
の
十
三
首
と
ほ
ぼ
並
ん
で
い

る
。
十
ご
首
は
左
注
に

 
右
は
養
老
八
年
七
月
七
日
に
令
に
鷹
ふ
る
（
一
五
一
八
）

 
右
は
神
亀
元
年
七
月
七
日
の
夜
左
大
臣
の
宅
（
一
五
一
九
）

 
右
は
天
平
二
年
七
月
八
日
の
夜
帥
の
家
の
集
會
（
一
．
五
二
六
）

と
あ
る
よ
う
に
 
皇
太
子
（
後
の
聖
武
天
皇
）
や
貴
族
の
家
に
お
い
て
詠
ま
れ

た
も
の
が
多
い
。
当
然
題
材
の
空
想
性
と
相
侯
っ
て
机
上
の
作
で
あ
る
し
、
詠

む
立
場
も
（
一
五
一
八
・
一
五
一
九
）
の
歌
の
よ
う
に
織
女
身
に
な
う
て
い
る

も
の
、
 
（
一
五
二
一
・
一
五
二
二
）
の
よ
う
に
彦
星
に
な
っ
て
歌
っ
て
い
る
も

の
、
更
に
代
作
で
は
な
く
（
一
五
二
七
）
の
よ
う
に
地
上
の
人
間
が
夜
空
を
見

上
げ
て
詠
ん
だ
も
の
の
三
種
に
分
け
る
事
が
出
来
る
。
た
だ
憶
良
の
場
合
は
彼

（ 1，7 ）

、



の
詠
ん
だ
十
三
首
中
た
だ
一
首
だ
け
が
地
上
の
人
間
が
詠
ん
だ
形
に
な
う
て
い

て
他
は
全
て
彦
星
と
織
女
の
気
持
に
な
り
代
っ
て
の
歌
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い

て
憶
良
は
二
つ
の
彼
の
嗜
好
を
現
わ
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
そ
の
一
は
、
七

夕
伝
説
と
言
う
異
国
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
題
材
に
魅
力
を
感
じ
て
い
る
彼
の

文
芸
志
向
の
面
で
あ
り
、
他
の
一
は
、
二
人
の
立
場
に
立
っ
て
の
創
作
に
興
味

を
持
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
勿
論
結
果
的
に
善
良
の
七
夕
歌
が
他
の
七
夕
歌
よ

り
す
ぐ
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
所
は
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
異
国
の

伝
説
を
踏
ま
え
て
机
上
で
作
ら
れ
た
作
品
の
当
然
の
出
来
ば
え
で
あ
っ
た
と
言

え
よ
う
。
代
作
歌
が
多
く
、
そ
れ
に
力
を
注
ぐ
事
は
そ
の
歌
人
の
創
作
上
の
個

性
で
あ
り
、
文
芸
的
意
識
の
強
い
事
で
あ
る
と
考
え
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
次

に
第
二
の
唱
題
の
特
徴
で
あ
る
「
構
成
に
対
す
る
工
夫
」
の
あ
と
を
み
て
み
る

事
に
す
る
。
憶
良
は
歌
詞
の
調
子
が
大
変
口
諦
的
で
あ
る
こ
と
か
ら
無
造
作
に

歌
を
詠
ん
で
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
が
全
く
逆
で
あ
っ
て
、
そ
の
全
作

品
を
通
し
て
言
え
る
こ
と
は
詩
歌
に
対
す
る
色
々
な
試
み
と
構
成
上
の
工
夫
の

あ
と
が
明
ら
か
な
事
で
あ
る
。
ま
ず
「
日
本
挽
歌
」
に
つ
い
て
み
る
に
、
こ
の

歌
は
単
な
る
長
歌
と
短
歌
か
ら
な
る
和
歌
創
作
の
範
囲
が
出
て
て
い
て
、
ま
ず

最
初
に
「
蓋
聞
 
四
生
起
滅
 
方
夢
皆
空
 
三
界
漂
流
 
喩
環
不
息
」
に
始
ま

る
四
六
文
が
置
か
れ
て
い
る
。
そ
の
典
拠
に
つ
い
て
は
代
匠
記
以
来
次
々
に
明

か
に
さ
れ
て
来
て
い
る
が
、
文
選
の
詩
句
・
史
記
・
荘
子
・
礼
記
・
耳
環
経
・

仏
説
讐
喩
経
な
ど
に
よ
っ
て
彩
ら
れ
て
い
て
憶
良
の
学
識
の
程
が
伺
え
る
。
続

い
て
「
愛
河
波
浪
呼
量
滅
 
苦
海
煩
悩
早
戸
レ
結
 
従
来
厭
二
離
此
臓
-
土
一
本

屈
託
二
生
彼
浄
刹
一
」
の
七
言
絶
句
「
日
本
挽
歌
一
首
」
の
題
詞
を
掲
げ
て
二
十

九
句
目
長
歌
及
び
反
歌
の
短
歌
五
首
が
連
ね
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
漢
文
・

漢
詩
・
長
歌
・
短
歌
が
「
妻
の
死
」
を
テ
ー
マ
に
有
機
的
に
結
び
つ
い
て
い

て
、
集
中
こ
れ
だ
け
整
然
と
し
た
構
成
の
作
品
は
他
に
見
当
ら
な
い
。
漢
文
の

部
分
で
は
彼
の
常
の
主
張
で
あ
る
「
死
の
逃
れ
難
き
事
、
妻
の
死
に
よ
り
再
び

逢
え
な
い
夫
の
嘆
き
」
が
述
べ
ら
れ
、
絶
句
に
お
い
て
は
「
死
に
よ
っ
て
夫
婦

の
愛
が
絶
え
常
に
願
っ
て
い
た
よ
う
に
繊
れ
た
こ
の
世
を
去
り
浄
土
に
生
れ
代

り
た
い
」
と
詠
ま
れ
て
い
る
。
次
の
「
日
本
挽
歌
一
首
」
の
題
は
他
に
例
が
な

い
よ
う
に
、
憶
良
が
漢
詩
を
文
選
他
に
言
う
所
の
挽
歌
詩
と
し
、
長
歌
を
日
本

の
挽
歌
で
あ
る
と
断
っ
た
も
の
で
、
和
歌
を
以
て
中
国
文
学
に
伍
し
て
行
こ
う

と
す
る
試
み
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
長
歌
の
内
容
は
、
全
く
仏
教
臭
や

漢
籍
の
影
響
が
感
じ
ら
れ
な
い
点
は
よ
し
と
す
る
に
し
て
も
平
板
で
短
歌
の
出

来
に
は
遠
ぐ
及
ば
な
い
よ
う
で
あ
る
。
万
葉
集
私
注
に

 
そ
れ
に
し
て
も
、
全
膿
の
調
子
は
外
面
的
で
、
記
述
的
の
部
分
が
多
く
、
心

 
の
底
か
ら
ゆ
り
上
げ
ら
れ
た
如
き
趣
き
の
な
い
の
憶
、
作
の
動
機
が
動
機
で

 
あ
る
か
ら
止
む
を
得
な
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
又
憶
良
の
性
格
な
り
態
度
な

 
り
の
中
途
半
端
な
為
に
も
よ
る
で
あ
ら
う
。

と
言
わ
れ
る
の
が
当
を
得
て
い
て
、
氏
の
言
わ
れ
る
「
動
機
が
動
機
」
と
言
う

の
は
こ
の
歌
が
旅
人
の
位
置
に
ぢ
い
て
の
作
で
あ
る
と
言
う
事
で
あ
る
が
、
そ
・

の
代
作
で
あ
る
点
を
勘
案
し
て
も
、
「
死
の
悲
し
さ
」
を
長
歌
に
よ
っ
て
表
現

す
る
事
の
難
し
さ
が
如
実
に
示
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
以
上
の
作
に
比
す

れ
ば
五
首
の
反
歌
は
ま
だ
情
愛
の
込
め
ら
れ
て
い
る
作
品
で
、
第
一
早
目
は
「

妻
の
い
な
い
部
屋
の
淋
し
さ
」
第
二
重
目
は
「
遙
か
太
宰
府
ま
で
、
死
ぬ
為
に

来
た
と
し
か
思
わ
れ
ぬ
妻
へ
の
い
と
し
さ
」
第
三
薄
目
は
、
「
死
ぬ
と
分
っ
て

い
た
ら
筑
紫
の
国
中
を
見
せ
て
お
け
ば
よ
か
っ
た
の
に
と
言
う
後
悔
」
第
四
首

目
は
、
「
妻
が
生
前
見
た
棟
の
花
が
散
り
ゆ
こ
う
と
し
て
い
る
の
に
自
分
の
泣

く
涙
は
ま
だ
か
わ
か
な
い
と
言
う
悲
し
さ
」
第
五
丁
目
は
「
大
野
山
に
立
ち
わ
，
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た
る
霧
は
自
分
の
嘆
き
の
気
吹
の
風
に
よ
る
」
と
言
う
歌
の
、
五
首
連
作
で
あ

る
。
特
に
第
二
首
回
と
第
四
回
目
の
次
の
二
首
は
前
者
が
情
を
後
者
が
景
を
写

し
て
挽
歌
の
反
歌
と
レ
て
は
大
変
す
ぐ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

 
 
は
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
す
べ

 
愛
し
き
よ
し
か
く
の
み
か
ら
に
慕
ひ
来
し
妹
が
心
の
術
も
術
な
さ
（
七
九
六
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ひ

 
妹
が
見
レ
棟
の
花
は
散
り
ぬ
べ
し
我
が
泣
く
涙
い
ま
だ
干
ひ
く
に
（
七
九
八
）

た
だ
、
日
本
挽
歌
（
勿
論
漢
詩
文
を
含
め
て
）
全
体
を
考
え
て
み
る
と
、
漢
詩

．
文
に
は
い
か
に
も
憶
良
ら
し
い
仏
教
の
死
生
観
が
理
路
整
然
と
述
べ
ら
れ
て
は

い
る
も
の
の
、
と
う
て
い
自
分
の
妻
を
失
っ
た
夫
の
嘆
き
と
は
程
遠
い
作
文
で

あ
る
し
、
そ
れ
が
長
短
の
和
歌
と
融
合
す
る
様
子
を
見
せ
て
は
い
な
い
。
と
言

う
よ
り
も
、
四
種
の
詩
文
の
形
式
に
対
す
る
興
味
が
強
く
感
じ
ら
れ
、
読
み
終

 
つ
た
時
に
は
ま
る
で
対
策
の
答
案
を
見
せ
ら
れ
た
気
が
す
る
の
を
禁
じ
得
な
か

 
つ
た
。
対
策
の
制
度
は
確
立
し
て
い
な
か
っ
た
ろ
う
が
、
四
十
数
才
の
時
に
遣

唐
少
録
と
し
て
採
用
さ
れ
る
程
に
は
そ
れ
な
り
の
文
章
の
鍛
錬
を
し
、
朝
廷
に

そ
の
実
力
を
示
す
努
力
を
し
た
筈
で
あ
る
。
そ
の
名
残
り
と
言
う
わ
け
で
は
な

い
だ
ろ
う
が
、
彼
の
漢
詩
文
の
み
な
ら
ず
長
歌
ま
で
が
模
範
答
案
を
読
む
気
が

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
や
ま
ひ

す
る
。
そ
の
最
た
る
も
の
が
、
「
痴
に
沈
み
て
自
ら
哀
む
文
」
で
、
全
く
歌

を
併
っ
て
い
な
い
長
い
漢
文
の
み
で
あ
り
、
同
じ
よ
う
な
漢
詩
文
の
競
作
、
つ
．

ま
り
漢
文
の
序
と
七
言
の
絶
句
か
ら
な
る
「
俗
道
の
仮
払
は
即
ち
離
れ
去
り
易

く
し
て
留
り
難
き
を
悲
み
歎
ぐ
詩
一
首
序
を
併
せ
た
り
」
が
あ
る
。
歌
に
漢
文
の

序
の
つ
い
た
形
式
の
も
の
が
、

 
或
へ
る
情
を
反
さ
し
む
る
歌
一
首
序
を
併
せ
た
り
（
八
○
○
一
八
〇
一
）

 
子
等
を
思
ふ
歌
序
を
併
せ
た
り
（
八
〇
二
・
八
〇
三
）

 
世
間
の
興
り
難
き
を
哀
し
ぶ
る
歌
序
を
併
せ
た
り
（
八
〇
四
・
八
〇
五
）

山
上
憶
良
私
見
 
一
そ
の
文
学
志
向
性
に
つ
い
て
一
「

 
敬
み
て
熊
凝
の
為
に
其
の
志
を
述
ぶ
る
歌
に
和
ふ
る
六
首
序
を
併
せ
た
り
 
（
八

 
八
六
一
八
九
一
）

と
憶
良
に
お
い
て
は
和
歌
と
漢
詩
文
と
の
関
係
が
色
々
に
試
み
ら
れ
て
い
る
。

次
に
憶
良
の
文
芸
意
識
の
表
れ
で
あ
る
、
代
作
歌
と
し
て
の
性
格
と
構
成
を
含

め
た
文
学
志
向
性
が
二
つ
な
が
ら
備
え
ら
れ
て
い
る
有
名
な
「
貧
窮
問
答
歌
」

に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
憶
良
と
言
え
ば
「
貧
窮
問
答
歌
」
を
抜
き
に
し
て

は
語
れ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
歌
を
彼
の
作
品
の
中
か
ら
除
く
な
ら
ば
今
日

の
詠
唱
へ
の
評
価
は
決
定
的
に
変
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
今
日
で
は
以
前
の
よ

う
に
こ
の
歌
を
そ
の
内
容
の
深
酒
さ
と
特
異
性
・
官
僚
階
級
の
言
貝
と
し
て
敢

え
て
歌
っ
て
い
る
勇
気
な
ど
を
無
条
件
に
讃
美
し
よ
う
と
す
る
論
は
少
な
く
な

っ
た
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
歌
に
描
か
れ
て
い
る
人
々
の
生
活
が
時
代
を

越
え
て
我
々
の
魂
を
ゆ
り
動
か
す
事
実
は
否
定
出
来
な
い
。
自
負
に
す
が
り
糟

湯
酒
を
す
す
り
な
が
ら
、
酔
い
に
寒
さ
と
苦
悩
を
忘
れ
よ
う
と
す
る
貧
者
や
、

径
襖
を
纒
い
家
族
を
か
か
え
て
生
き
る
術
を
見
出
せ
な
い
極
貧
の
男
、
更
に
弱

者
に
は
情
容
許
も
な
い
租
税
徴
収
人
な
ど
が
生
き
生
き
と
描
か
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
は
決
し
て
古
代
の
庶
民
生
活
を
知
ら
せ
る
だ
け
に
終
っ
て
は
い
な
い
。
新

聞
や
小
説
或
い
は
演
劇
の
中
で
、
．
毛
つ
と
身
近
な
所
で
も
常
日
頃
見
聞
き
す
る
．

人
間
の
生
き
ざ
ま
で
あ
る
。
雨
ま
じ
り
の
雪
の
降
る
夜
、
ど
う
し
ょ
う
も
な
い

寒
さ
に
う
ち
震
え
な
が
ら
濁
酒
に
身
を
温
め
て
は
、
繰
り
返
し
「
俺
は
才
能
が

あ
る
ん
だ
、
世
間
は
な
ん
て
見
る
目
が
な
い
ん
だ
」
と
ぐ
ち
る
男
、
、
「
私
は
真
'

目
面
に
働
い
て
い
る
の
に
、
広
い
世
間
に
生
き
る
場
所
も
な
く
、
不
幸
ば
か
り

が
な
ぜ
続
く
の
だ
」
と
嘆
く
男
も
こ
の
世
の
中
に
は
数
多
く
い
る
事
で
あ
ろ

ヶ
。
そ
の
よ
う
な
題
材
の
普
遍
性
を
見
て
、
こ
の
歌
が
憶
良
の
経
験
に
よ
る
写

実
的
な
歌
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
大
き
な
誤
り
を
犯
す
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ

、
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う
。
何
故
な
ら
ば
、
そ
の
普
遍
的
な
内
容
と
思
わ
せ
る
程
に
憶
良
は
虚
構
の
工

夫
を
こ
ら
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
憶
良
の
理
解
と
評
価
に
大
へ
ん
な
努
力
を
傾

け
ら
れ
た
高
木
市
之
助
氏
に
よ
れ
ば
こ
の
歌
に
は
孤
塁
（
萬
葉
集
中
里
一
例
し

か
求
め
ら
れ
な
い
語
彙
）
が
二
十
七
例
も
あ
る
と
述
べ
ら
れ
、
更
に
「
貧
窮
問

答
歌
論
」
頁
三
十
主
に
お
い
て
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
，

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ノ
 
ド
 
ヨ
 
ヒ

 
．
次
に
も
う
一
つ
、
貧
窮
問
答
歌
中
の
三
塁
の
世
語
の
中
に
、
能
梓
与
比
、
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「

 
い
う
動
詞
が
あ
る
。
一
体
貧
窮
問
答
歌
の
中
に
は
例
え
ば
、

 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

 
堅
塩
を
取
り
つ
づ
し
ろ
ひ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

 
綿
も
な
き
布
か
た
ぎ
ぬ
の
 
み
る
の
ご
と
、
わ
わ
け
さ
が
れ
る
。

 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

 
こ
し
き
に
は
 
ぐ
も
の
す
か
き
て

 
の
よ
う
に
、
貧
窮
人
の
生
活
を
叙
す
る
た
め
に
は
、
憶
良
な
ら
ず
と
も
使
わ

 
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
孤
語
が
多
い
。
、

と
言
わ
れ
る
。
ま
さ
に
そ
の
通
り
で
、
翌
翌
な
ら
ず
と
も
使
わ
ず
に
は
い
ら
れ

な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
等
の
墾
購
孤
塁
で

あ
っ
た
所
に
、
謂
わ
ゆ
る
万
葉
の
限
界
や
貴
族
性
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ

に
し
て
も
、
上
代
語
と
し
て
は
極
め
て
異
例
で
、
語
感
と
し
て
も
決
し
て
よ
く

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ビ
 
シ
 
ビ
 
シ

な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
、
語
頭
に
濁
音
の
く
る
「
雪
景
画
革
」
と
言
う
鼻
声
語

を
は
じ
め
と
し
て
、
こ
れ
程
孤
語
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
は
、
や
は
り
も
っ
と
注

意
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
内
容
か
ら
必
然
的
に
要
求
さ
れ
た
と
同
時
に
、
そ

れ
ら
の
語
を
敢
え
て
使
っ
た
憶
良
の
意
志
を
読
み
と
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
新
ら

し
き
内
容
を
、
俗
語
を
含
め
て
和
歌
の
申
に
使
う
に
し
て
は
極
め
て
新
鮮
な
語

句
を
以
て
歌
お
う
と
し
た
憶
良
の
作
意
を
見
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
更
に

構
成
や
修
辞
に
お
い
て
も
大
変
そ
の
効
果
が
計
算
さ
れ
た
歌
で
あ
る
事
が
読
み

取
れ
る
。
早
良
を
髪
髭
と
さ
せ
て
問
い
を
発
す
る
貧
し
げ
な
老
人
と
、
極
貧
の

中
で
父
母
妻
子
と
身
を
寄
せ
あ
い
な
が
ら
世
を
嘆
く
思
者
の
問
答
体
と
言
う
詩

形
は
憶
良
工
夫
の
第
一
で
あ
る
。
問
答
形
式
の
由
来
に
つ
い
て
は
、
古
事
記
の

八
千
矛
の
神
と
沼
河
比
費
と
の
唱
和
や
、
相
聞
歌
中
の
問
答
歌
（
巻
十
一
）
の

例
、
中
国
文
学
、
就
申
玉
台
新
詠
所
収
の
作
品
或
い
は
文
選
の
諸
作
品
が
云
々

さ
れ
て
き
た
。
又
憶
良
が
渡
唐
中
見
聞
し
た
で
あ
ろ
う
中
国
の
諸
作
家
」
作
品

・
社
会
的
環
境
の
影
響
も
充
分
考
慮
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
い
か

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
う

に
先
行
作
品
が
あ
る
に
し
て
も
、
一
首
の
長
歌
を
問
答
の
形
式
で
歌
い
あ
げ
よ

う
と
す
る
態
度
に
は
、
新
し
い
試
み
に
意
欲
を
も
つ
憶
良
の
姿
勢
が
伺
え
る
。

こ
の
形
式
を
と
ら
ず
、
単
に
一
人
の
述
懐
に
し
て
し
ま
え
ば
、
こ
の
作
品
の
も

つ
立
体
感
と
、
口
講
性
、
あ
る
い
は
臨
場
感
を
大
い
に
削
ぐ
結
果
と
な
る
で
あ

ろ
う
。
問
う
者
と
答
え
る
者
と
が
同
じ
「
貧
し
さ
」
の
線
上
に
は
あ
り
つ
・
つ
も

後
者
に
は
全
く
余
裕
の
な
い
極
貧
者
の
姿
を
見
る
事
が
出
来
る
。
そ
れ
故
に
従

来
、
こ
の
作
品
の
主
眼
が
後
半
に
あ
る
と
説
か
れ
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
本
当

の
所
こ
の
問
答
の
形
式
が
採
ら
れ
だ
の
は
、
漸
層
法
の
効
果
を
ね
ら
っ
た
も
の

で
あ
ろ
う
。
問
う
者
の
よ
う
な
、
学
者
的
清
貧
は
当
時
に
あ
っ
て
は
今
日
私
達

が
思
う
程
の
貧
乏
で
は
な
く
、
む
し
ろ
入
間
ら
し
い
生
活
で
あ
っ
た
ろ
う
し
、

そ
の
意
味
か
ら
も
問
う
者
を
貧
者
と
し
、
答
え
る
者
を
国
者
と
す
る
説
は
頷
け

な
い
の
で
あ
る
が
、
前
者
に
よ
っ
て
後
者
の
貧
窮
の
様
子
が
乱
そ
う
鮮
明
に
な

っ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
問
答
の
形
式
が
、
二
人
の
主
人
公
の
登
場
を

可
能
に
し
実
在
感
を
あ
ら
し
め
た
。
次
に
内
容
に
つ
い
て
み
て
も
、
こ
の
「
貧

窮
問
答
歌
」
が
、
実
在
す
る
個
々
の
人
望
の
単
な
る
描
写
か
ら
成
り
立
っ
て
い
．

る
も
の
で
な
い
事
は
確
か
で
、
「
貧
窮
」
の
典
型
が
歌
わ
れ
て
い
る
所
に
憾
良

創
作
の
秘
密
を
見
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
既
に
多
く
の
章
々
が
何

等
か
の
形
で
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
今
日
も
問
答
す
る
二
人
の
生
き
生

（20）

∂



き
と
し
て
感
じ
ら
れ
る
の
は
ま
っ
た
く
憶
良
の
詩
的
把
握
の
適
確
さ
に
あ
る
と

言
う
外
は
な
い
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
す
す
 
 
 
 
 
 
 
し
は

 
…
…
堅
塩
を
取
り
つ
づ
し
ろ
ひ
 
脚
湯
藁
う
ち
畷
う
ろ
ひ
て
 
咳
ぶ
か
ひ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お

 
鼻
び
し
び
し
に
 
し
か
と
と
あ
ら
ぬ
 
髪
か
き
撫
で
て
、
我
を
除
き
て
 
人

 
は
在
ら
じ
と
 
誇
ろ
へ
ど
 
寒
く
し
あ
れ
ば
…
…

こ
こ
に
は
大
伴
旅
人
の
よ
う
に
隠
者
志
向
を
高
ら
か
に
宣
言
で
き
ず
、
俗
世
間

に
纏
り
つ
い
て
、
誇
り
だ
け
で
は
寒
さ
す
ら
防
げ
な
い
「
貧
乏
才
子
」
が
泣
き

笑
い
の
中
に
描
か
れ
て
い
み
。
そ
の
歌
い
方
は
む
し
ろ
自
虐
的
で
あ
り
、
又
あ

ま
り
に
も
今
日
的
で
あ
る
。
後
半
に
歌
わ
れ
る
貧
窮
者
に
は
も
は
や
何
の
救
い

も
な
い
。
地
面
に
藁
を
敷
い
た
だ
け
の
冷
い
床
の
上
に
は
、
ど
う
も
病
気
で
横

わ
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
男
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
め
こ
 
 
 
 
ロ
 
ヒ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
と
よ

 
…
…
父
母
は
 
枕
の
方
に
、
妻
子
ど
も
は
 
足
の
方
に
囲
み
居
て
 
憂
ひ
吟

 
 
 
か
ま
ど
 
 
 
 
け
ぶ
り
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
し
き

 
ひ
 
竈
に
は
 
火
気
ふ
き
立
て
ず
 
甑
に
は
 
蜘
蛛
の
巣
か
き
て
…
…

父
母
や
妻
が
そ
の
男
の
ま
わ
り
を
寒
さ
と
飢
え
に
弱
り
な
が
ら
と
り
か
こ
み
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
も
と

か
す
か
な
う
め
き
声
を
立
て
て
い
る
。
続
い
て
「
楚
」
以
て
責
め
徴
る
里
長

が
声
だ
け
で
登
場
す
る
。
そ
の
様
子
は
ま
る
で
「
短
き
物
を
、
端
織
る
と
云
へ

る
が
如
ぐ
」
で
あ
る
と
言
う
。
農
民
の
疲
幣
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
は

和
銅
前
後
の
「
続
a
本
紀
」
の
記
事
で
知
る
事
が
出
来
る
が
、
和
銅
四
年
十
二

月
の
所
に

親
王
巳
下
説
豪
強
之
家
 
多
占
二
山
野
一
盛
二
百
俗
事
一

と
あ
っ
て
貴
族
豪
族
は
逆
に
増
々
勢
力
を
拡
大
し
て
い
っ
た
。
淳
良
は
、
強
大

な
国
家
の
最
先
端
た
る
里
長
を
声
だ
け
で
表
現
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
国
家
へ

の
批
判
と
か
そ
の
一
端
と
し
て
連
る
ご
と
へ
の
自
己
批
判
と
か
考
え
る
べ
き
で

は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
貧
窮
を
際
立
た
せ
る
為
の
手
法
で
は
な
か
っ
た
ろ
う

山
上
憶
良
私
見
 
1
そ
の
文
学
志
向
性
に
つ
い
て
一

か
。
 
「
貧
窮
問
答
歌
」
に
歌
わ
れ
て
い
る
内
容
の
一
つ
一
つ
が
即
ち
「
衣
・
食

 
・
住
・
社
会
環
境
」
の
全
て
が
「
貧
窮
」
を
彫
塑
的
に
描
写
す
る
為
に
選
び
ぬ

か
れ
て
い
る
と
言
え
る
よ
う
で
あ
る
。
私
は
憶
良
が
こ
の
歌
を
歌
っ
た
時
の
心

理
は
、
「
社
会
的
憤
怒
」
に
燃
え
て
い
た
の
で
も
な
く
、
反
権
力
的
思
想
に
駆
ら

れ
た
の
で
も
な
く
、
先
人
の
歌
っ
て
い
な
い
分
野
、
貧
窮
者
の
世
界
を
歌
お
う

と
す
る
創
作
的
意
欲
に
溢
れ
て
い
た
と
思
う
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
「
貧

窮
問
答
歌
」
は
形
式
、
内
容
の
両
面
か
ら
み
て
憶
良
の
詩
的
試
作
の
大
成
細
作

で
あ
っ
た
。

 
憶
良
の
創
作
意
欲
は
次
の
「
秋
の
野
の
花
を
詠
め
る
二
首
」
'

 
私
の
野
に
咲
き
た
る
花
を
指
折
り
て
か
き
数
ふ
れ
ば
七
種
の
花
そ
の
一
（
一

 
五
三
七
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
な
で
し
こ
 
 
 
 
を
み
な
へ
し
 
 
 
 
 
あ
さ
が
ほ

 
芽
子
の
花
尾
甘
葛
花
盟
麦
の
花
・
女
郎
花
ま
た
藤
袴
朝
貌
の
花
そ
の
二
（
一

 
五
三
八
）

に
お
い
て
も
存
分
に
発
揮
さ
れ
て
い
る
。
両
首
は
そ
の
一
・
そ
の
二
と
あ
る
よ

う
に
二
首
で
一
つ
の
意
味
を
な
す
よ
う
に
な
っ
て
い
て
、
後
者
は
秋
の
七
種
の

花
が
乳
頭
歌
の
中
に
巧
み
に
歌
い
込
ま
れ
て
い
る
。
短
歌
ど
旋
頭
歌
の
組
み
合

・
せ
は
、
先
に
述
べ
た
漢
文
の
序
と
歌
の
組
合
せ
と
同
様
新
し
い
試
み
で
集
中
こ

の
一
例
だ
け
で
あ
る
。
巻
八
秋
の
雑
歌
の
中
の
歌
で
は
あ
る
し
、
憶
良
の
歌
の

申
で
唯
一
、
植
物
を
歌
っ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
単
に
三
三
が
花
を
取

ヶ
扱
っ
た
、
と
言
う
だ
け
で
、
歌
自
体
は
長
忌
寸
意
吉
麻
呂
の
数
種
の
物
を
詠

み
込
ん
だ
歌
と
同
じ
機
智
の
歌
に
す
ぎ
な
い
。
又
旋
頭
歌
と
云
う
歌
体
は
、
奈

良
朝
に
は
殆
ん
ど
詠
ま
れ
て
い
な
い
も
の
で
、
集
申
六
十
二
首
の
旋
頭
歌
中
、

人
麻
呂
歌
集
の
中
の
三
十
五
首
及
び
古
歌
集
か
ら
出
た
も
の
を
除
く
と
、
高
橋

虫
麻
呂
（
一
七
四
四
）
大
伴
坂
上
郎
女
（
五
二
九
）
大
伴
家
持
（
四
〇
二
六
）
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'

位
の
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
「
七
種
の
花
」
の
歌
が
内
容
形
式
ど
も
に
意

欲
的
な
作
で
あ
る
事
は
明
か
で
、
憶
良
が
和
歌
に
様
々
な
可
能
性
を
求
め
て
い

た
事
の
一
つ
の
あ
か
し
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

 
私
は
今
、
憶
良
の
文
芸
意
識
が
彼
の
詠
歌
の
す
み
ず
み
ま
で
働
い
て
い
る
事

を
言
い
た
い
あ
ま
り
に
、
憶
良
の
、
あ
る
が
ま
ま
の
姿
と
思
わ
れ
て
き
た
。
子

等
を
思
う
あ
ま
り
に
人
間
的
な
、
生
に
執
着
す
る
良
心
的
な
官
吏
、
と
言
う
イ

メ
ー
ジ
を
私
流
に
歪
曲
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
の
不
安
を
抱
い
て
い
る
ゆ

と
言
う
の
は
こ
れ
又
有
名
な
「
宴
を
罷
る
歌
」
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
、

 
憶
良
ら
は
今
は
罷
ら
む
子
泣
く
ら
む
そ
を
負
ふ
母
も
吾
を
待
つ
ら
む
そ

や
、
梅
花
三
十
二
首
中
の
憶
良
の
歌

 
春
さ
ら
ば
ま
つ
咲
く
宿
の
梅
の
花
、
ひ
と
り
見
つ
つ
や
春
日
暮
さ
む
（
八
一

 
八
）

に
ま
で
あ
る
種
の
旧
い
を
感
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
然
し
前
の
歌
を
歌
っ
て
静
か

に
退
出
す
る
老
官
吏
の
姿
を
思
い
浮
か
べ
る
事
は
出
来
な
く
て
、
人
々
が
宴
に

歓
を
蓋
し
て
い
る
最
中
、
歌
才
の
あ
る
憶
良
は
こ
の
歌
を
座
興
の
一
種
と
し
て

歌
い
（
豫
じ
め
作
っ
て
お
い
た
の
で
あ
ろ
う
が
）
万
座
の
笑
い
を
誘
っ
て
面
目

を
得
た
憶
良
の
得
意
な
顔
が
浮
か
ぶ
の
で
あ
る
。
又
後
の
歌
に
し
て
も
、
他
の

人
々
が
素
直
に
梅
の
花
を
賞
で
、
帥
大
伴
旅
人
に
感
謝
の
念
を
歌
っ
て
い
る
に

酬
か
か
わ
ら
ず
、
彼
一
人
孤
独
を
歌
う
の
も
一
種
の
ポ
ー
ズ
の
よ
う
に
思
え
る

の
で
あ
る
。
や
や
悪
意
の
あ
る
見
方
で
は
あ
る
が
憶
良
の
歌
に
つ
き
ま
と
う
街

学
的
な
、
人
と
異
る
こ
と
を
強
調
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
を
ど
う
し
て
も
感
じ
な

い
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。

 
以
上
憶
良
の
歌
を
数
首
選
び
出
し
て
、
憶
良
の
文
学
志
向
的
な
性
質
を
み
て

き
た
の
で
あ
乃
が
、
こ
れ
は
決
し
て
憶
良
の
存
在
意
義
を
減
少
さ
せ
よ
う
と
す

7

る
意
図
か
ら
で
は
な
く
、
従
来
の
憶
良
観
が
や
や
偏
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か

と
思
っ
た
こ
と
え
の
私
な
り
の
回
答
で
あ
っ
た
。
又
憶
良
の
作
は
よ
く
練
ら

れ
、
文
学
的
意
図
を
持
つ
・
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
憶
良
の
作
品
が

今
日
も
な
お
意
味
を
持
ち
続
け
て
い
る
と
言
い
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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