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昭
和
五
年
十
一
月
、
四
十
八
歳
の
高
村
光
太
郎
は
素
描
の
自
我
像
を
描
い
て

 
『
美
術
新
論
』
と
い
う
雑
誌
に
載
せ
て
い
る
。
北
川
太
一
氏
に
よ
れ
ば
、
自
我

像
で
現
存
す
る
も
の
は
油
絵
二
点
と
素
描
二
点
の
み
で
あ
り
、
こ
れ
は
そ
の
う

．
ち
で
最
後
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
丸
い
メ
ガ
ネ
を
か
け
て
虚
空
を
見
つ
め

て
い
る
デ
ッ
サ
ン
の
余
白
に
は
次
の
よ
う
な
書
き
込
み
が
あ
る
。

高
村
光
太
郎
 
十
三
文
半
 
甲
高
 
馬
の
糞
を
ふ
ん
づ
け
た
の
で
の
つ
ぼ
と

な
る
 
神
経
過
敏
の
や
う
な
遅
鈍
の
や
う
な
年
寄
り
の
や
う
な
若
い
や
う
な

在
る
や
う
な
無
い
や
う
な
顔

 
少
く
と
も
詩
を
嘆
き
の
歌
と
す
る
こ
と
の
な
い
こ
の
詩
人
が
、
こ
こ
で
は
少

し
感
傷
的
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
、
こ
の
年
八
月
、
彼
は
高

名
な
「
の
っ
ぽ
の
奴
は
黙
っ
て
み
る
」
を
書
き
、
相
も
変
ら
ぬ
日
本
人
の
事
大

主
義
に
対
す
る
怒
り
を
反
翻
し
て
い
る
。
初
夏
か
ら
秋
に
か
け
て
、
妻
智
恵
子

に
最
初
の
精
神
病
の
徴
候
が
現
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
自
虐
と
憂
欝
と
不
安
と
ナ

ル
シ
ズ
ム
が
入
り
混
じ
っ
た
よ
う
な
書
き
込
み
は
、
自
ら
の
精
神
の
揺
れ
を
じ

っ
と
見
つ
め
て
い
る
自
我
像
と
相
侯
っ
て
、
心
を
打
つ
も
の
が
あ
る
。

 
こ
こ
に
は
確
か
に
高
田
博
厚
氏
の
言
う
「
『
寂
し
き
自
我
』
を
内
省
し
て
い

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
1
）

る
」
一
人
の
真
摯
な
知
性
人
が
い
る
の
で
あ
っ
て
、
か
つ
て
「
芸
術
は
人
間
を

慰
め
る
も
の
で
は
な
く
て
、
人
間
を
強
め
る
も
の
で
あ
る
。
面
白
が
ら
せ
る
も

の
で
は
な
く
て
、
考
へ
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
人
間
を
ひ
き
上
る
も
の
、
進
め

さ
せ
る
も
の
、
が
っ
し
り
さ
せ
る
も
の
、
日
常
に
苦
し
み
を
撫
す
る
に
姑
息
を

三
っ
て
す
る
の
で
な
く
て
其
苦
し
み
に
堪
へ
る
根
帯
の
力
を
与
へ
る
も
の
で
あ

る
。
」
（
「
芸
術
雑
話
」
大
6
・
9
）
と
言
っ
た
り
ゴ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
硬
直
は

な
い
。
 
 
 
 
 
、

 
こ
の
書
き
込
み
に
呼
応
す
る
よ
う
に
大
岡
信
氏
は
次
の
よ
う
に
発
言
し
て
い

る
。

高
村
光
太
郎
の
詩
と
い
う
の
は
、
一
つ
二
つ
と
読
ん
で
い
る
と
い
い
の
で
す

が
、
全
詩
集
を
ず
う
つ
と
読
ん
で
い
る
と
耐
え
が
た
く
い
や
に
な
っ
て
し
ま

う
と
こ
ろ
が
あ
る
ん
で
す
ね
。
何
と
い
う
か
、
下
ラ
ム
を
連
続
的
に
パ
ン
パ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
2
）

ン
叩
か
れ
て
い
る
た
め
に
、
逆
に
音
が
全
然
聞
こ
え
な
く
な
る
ん
で
す
ね
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〆
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『
道
程
』
の
基
底
 
一
〈
有
V
の
位
相
の
成
立
1



 
彼
の
詩
の
長
く
は
耐
え
難
い
気
圧
の
高
さ
と
は
、
何
よ
り
も
彼
が
客
観
的
に

眺
め
て
見
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
不
安
の
大
き
さ
で
あ
る
だ
ろ
う
。
留
学
、
精
神

の
目
醒
め
、
帰
国
、
デ
カ
ダ
ン
ス
、
智
恵
子
の
愛
に
よ
る
救
抜
、
芸
術
家
と
し

て
の
自
己
確
立
と
い
う
余
り
に
理
路
整
然
と
し
た
光
太
郎
の
「
道
程
」
の
背
後

に
は
、
い
つ
も
こ
の
深
い
不
安
が
秘
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

 
今
一
っ
例
を
挙
げ
て
み
よ
う
。
昭
和
二
十
四
年
十
一
月
、
す
で
に
六
十
七
歳

で
あ
る
詩
人
は
、
自
己
流
請
地
た
る
岩
手
県
花
巻
太
田
村
で
「
鈍
牛
の
言
葉
」

と
い
う
詩
を
書
い
て
い
る
。

・
い
は
『
道
程
」
の
あ
の
も
の
怖
じ
し
な
い
堂
々
た
る
「
牛
」
の
影
に
も
う
一
頭

の
お
び
え
た
牛
が
い
た
、
と
言
い
う
る
も
の
で
あ
っ
た
。

 
こ
の
コ
一
重
底
の
内
的
生
活
は
な
く
な
っ
た
」
と
い
う
宣
言
も
ま
た
、
光
太

郎
一
流
の
現
実
超
越
法
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
ゐ
が
、
そ
の
リ
ゴ
リ
ス
ト
に
さ

 
 
 
 
 
 
 
（
3
）

え
見
え
る
生
の
姿
勢
の
中
核
に
深
い
沈
黙
が
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

そ
れ
は
」
『
道
程
」
の
キ
イ
・
ワ
ー
ド
で
あ
る
く
自
然
〉
に
は
重
い
く
不
自

然
V
が
内
包
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
視
点
を
成
立
さ
せ
る
。
す

で
に
論
じ
つ
く
さ
れ
た
か
に
見
え
る
「
道
程
』
で
あ
る
が
、
こ
の
視
点
か
ら
少

し
く
私
見
を
論
述
し
て
み
た
い
。

二
重
底
の
内
的
生
活
は
な
く
な
っ
た
／
思
索
の
つ
き
あ
た
り
に
い
つ
も
頑
と

し
て
／
一
隅
に
お
れ
を
閉
じ
こ
め
て
い
た
あ
の
壁
が
／
今
度
こ
そ
崩
壊
し
た

／
そ
の
壁
の
か
け
ら
は
ま
だ
／
思
ひ
も
か
け
ず
に
足
に
ひ
っ
か
か
る
事
も
あ

る
が
／
結
局
か
け
ら
は
蹴
と
ば
す
だ
け
だ
／
物
心
つ
い
て
以
来
の
お
れ
の
枇

界
の
開
智
で
／
ど
う
や
ら
胸
が
せ
い
せ
い
し
て
き
た
（
後
略
）

 
詩
と
し
て
の
で
き
ば
え
は
と
も
か
く
、
そ
の
内
容
は
あ
の
自
我
像
に
み
え
る

不
安
の
率
直
な
告
白
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
自
分
は
長
く
内
心
の
二
重
生

活
を
し
て
来
た
の
で
あ
り
、
い
つ
も
そ
れ
が
こ
だ
わ
り
と
し
て
自
分
を
苦
し
め

て
来
た
が
、
す
べ
て
を
失
い
、
今
こ
の
岩
手
の
山
小
屋
に
や
っ
て
来
て
や
っ
と

そ
こ
か
ら
解
放
さ
れ
た
、
と
い
う
の
だ
。
勿
論
、
こ
の
「
壁
」
を
天
皇
制
と
読

む
こ
と
も
可
能
で
あ
る
が
、
ど
ち
ら
に
せ
よ
、
彼
の
内
面
が
解
決
さ
れ
ざ
る
も

の
を
常
に
ひ
き
つ
っ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
馬
の
糞
を
ふ
ん

づ
け
た
」
と
い
う
薄
気
味
悪
い
感
触
に
喩
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
あ
る

ω
高
田
博
厚
「
彫
刻
家
高
村
光
太
郎
と
時
代
」
『
高
村
光
太
郎
の
人
間
と
芸

 
術
』
所
収
 
出
版
教
育
セ
ン
タ
ー
 
昭
4
7
・
6
 
 
氏
は
こ
こ
で
、
高
村

 
光
太
郎
の
彫
刻
を
高
め
て
い
る
も
の
は
卓
越
し
た
愚
者
と
高
い
知
性
で
あ

 
る
と
し
、
．
彼
に
は
ロ
ダ
ン
の
色
情
的
野
獣
性
、
ブ
ル
ー
デ
ー
ル
の
暴
君
的

 
熱
情
、
マ
イ
ヨ
ル
の
明
朗
な
「
女
好
き
」
と
い
っ
た
恐
る
べ
き
製
作
エ
ネ

 
ル
ギ
ー
が
露
呈
し
て
い
な
い
と
言
う
。
．
そ
し
て
本
能
的
、
生
理
的
に
で
は

 
な
く
知
性
的
に
芸
術
家
と
し
て
の
道
を
極
め
よ
う
と
し
た
た
め
に
、
知
性

 
が
「
自
我
」
に
負
担
を
与
え
、
そ
れ
が
彼
の
寡
作
、
作
品
の
「
ね
ば
り
」

 
の
薄
さ
と
な
っ
た
、
と
指
摘
し
て
い
る
ρ

 
注
目
に
価
す
る
指
摘
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

ω
大
岡
信
三
好
行
雄
 
対
談
「
詩
的
近
代
の
位
相
を
め
ぐ
っ
て
i
藤
村
・

 
光
太
郎
・
朔
太
郎
を
中
心
に
」
『
国
文
学
解
釈
と
教
材
の
研
究
 
昭
和

・
4
8
年
n
月
号
』
学
燈
社

㈹
光
太
郎
の
現
実
無
視
、
現
実
超
越
に
つ
い
て
は
谷
沢
永
一
氏
コ
十
村
光
太
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郎
の
思
考
態
度
」
（
「
国
語
と
国
文
学
」
昭
3
5
・
2
）
、
関
良
一
氏
「
『
智

 
 
恵
子
抄
』
批
判
」
（
「
高
村
光
郎
太
の
人
間
と
芸
術
』
前
出
書
）
等
に
批

 
 
判
的
見
解
が
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
二

 
「
新
緑
の
毒
素
」
は
「
道
程
』
前
半
の
詩
風
を
代
表
す
る
作
品
の
一
つ
で
あ

る
。
今
、
そ
の
後
半
部
を
の
み
引
用
す
る
。

青
く
さ
き
新
緑
の
毒
素
は
世
に
満
て
り

見
よ

か
し
 
 
 
 
 
ぶ
を
ん
な

河
岸
随
一
の
醜
女

樽
屋
の
お
ち
か
は
溜
息
し
て

ま
ろ
き
乳
首
を
ま
さ
ぐ
り
泣
け
り

見
よ

 
 
 
ヨ
な
つ
し
ょ

宗
林
寺
の
納
所
坊
主

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ご
ん
ぎ
や
う

青
瓢
箪
の
妙
円
は
朝
の
勤
行
に
船
を
こ
ぎ

門
前
の
下
駄
屋
に
赤
き
鼻
緒
を
を
の
の
き
見
つ
む

見
よ

大
野
屋
の
手
代

四
十
男
の
佐
太
郎
は

路
地
の
く
ら
や
み
に
世
に
も
始
め
て
白
鼠
と
な
れ
り

見
よ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
さ
つ

金
庫
を
傾
け
て
新
し
き
紙
幣
の
東
を
握
り

「
道
程
』
の
基
底
 
一
〈
有
V
の
位
相
の
成
立
1

上
気
し
た
る
青
女
房
は
素
足
も
軽
く

ま
ぶ
 
 
し
ん
じ
ん
 
 
 
 
 
か
ん
と
ん

間
夫
の
清
人
劉
一
章
と
広
東
に
走
れ
り

見
よ
、
見
よ
、
見
よ

青
く
さ
き
新
緑
の
毒
素
は
世
に
満
て
り

家
に
入
れ
ど

 
ふ
し
ど

臥
床
に
入
れ
ど

ゆ
あ
み

ト
ト
壱
丁
卜
-
t
“
二

馳
鴉
γ
彰
て
，
の
4
～

に
が
き
胆
を
な
む
れ
ど

三
味
を
聞
け
ど

飲
め
ど

泣
け
ど

と
も
ね
す
れ
ど

ま
う
ね
す
れ
ど

い
つ
く
ま
で
も
、
い
つ
く
ま
で
も

息
ぐ
る
し
き
辛
辣
の
た
び
よ
ひ
は

我
が
身
を
包
み
、
我
が
魂
を
と
ど
ろ
か
す

働
は
れ
、
あ
は
れ

青
く
さ
き
新
緑
の
毒
素
は
世
に
満
て
ヶ

 
初
出
は
明
治
四
十
四
年
七
月
『
白
樺
』
で
あ
昏
。
四
十
二
年
六
月
の
帰
国
か

ら
三
年
、
未
だ
解
決
さ
れ
ざ
る
デ
カ
ダ
ン
ス
の
中
に
あ
り
「
五
月
に
は
一
切
を
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な
げ
う
っ
て
の
北
海
道
移
住
を
企
て
、
月
寒
に
渡
る
が
失
望
し
て
帰
京
し
て
い

る
。
家
督
を
弟
豊
周
に
譲
る
こ
と
を
父
に
申
し
出
た
の
も
こ
の
頃
の
こ
と
で
あ

る
。
智
恵
子
と
の
運
命
的
な
出
会
い
に
は
ま
だ
五
ヶ
月
あ
る
。

 
す
で
に
「
失
な
は
れ
た
る
モ
ナ
・
リ
ザ
」
 
（
明
4
3
・
1
2
）
 
，
「
根
付
の
国
」

 
（
明
3
4
．
・
1
2
）
「
寂
蓼
」
 
（
明
4
4
・
4
）
な
ど
の
作
品
が
作
ら
れ
て
い
る
が
、

こ
の
「
新
緑
の
毒
素
」
は
こ
の
時
期
の
光
太
郎
の
切
迫
し
た
状
況
を
最
も
強
く
．

表
出
し
て
い
る
。

 
醜
女
で
あ
る
た
め
に
女
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
止
の
な
い
お
ち
か
、
坊
主
で
あ

る
こ
と
に
早
く
も
倦
怠
し
、
女
へ
の
興
味
に
だ
け
は
目
を
輝
や
か
す
妙
円
、
つ

い
に
盗
み
を
し
で
か
し
て
し
ま
う
、
．
う
だ
つ
の
上
ら
ぬ
中
年
の
手
代
佐
太
郎
、

情
夫
と
馳
け
落
ち
し
ょ
う
と
し
て
い
る
ど
こ
か
の
金
貸
し
老
人
に
で
も
囲
わ
れ

て
い
る
に
違
い
な
い
若
い
女
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
詩
人
の
内
的
世
界
の
映
像
化

で
あ
る
。
自
己
に
と
っ
て
無
意
味
な
所
与
の
現
実
と
、
そ
こ
か
ら
の
脱
出
の
希

求
は
、
読
む
者
を
圧
迫
す
る
よ
う
な
強
い
リ
ズ
、
ム
と
、
引
き
ず
り
込
ま
ず
に
は

お
か
な
い
よ
う
な
厚
い
肉
感
を
作
品
に
与
え
て
い
る
。
こ
こ
に
示
さ
れ
た
解
決

不
能
の
閉
塞
感
、
精
神
的
な
宙
吊
り
の
状
態
が
彼
の
留
学
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
迄
も
な
い
。

 
光
太
郎
の
ヨ
L
ロ
ッ
パ
体
験
の
重
要
さ
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
改
め
て
述
べ
る

ま
で
も
な
い
が
、
こ
こ
で
確
認
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
次
の
こ
と
が
ら

で
あ
る
。
即
ち
、
高
村
に
と
っ
て
そ
れ
は
「
パ
リ
で
私
は
完
全
に
大
人
に
な
っ

た
。
考
へ
る
こ
と
を
お
ぼ
え
、
仕
事
を
す
る
こ
と
を
お
ぼ
え
、
当
時
の
世
界
の

最
新
に
属
す
る
知
識
に
養
は
れ
、
酒
を
知
り
、
女
を
も
知
り
、
解
放
さ
れ
た
庶

，
民
の
生
活
を
知
っ
た
。
」
（
「
父
と
の
関
係
」
）
と
い
う
極
め
て
深
い
も
の
で
あ

っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
は
確
固
止
し
た
一
近
代
人
の
成
立
を
意
味
し
た

の
で
は
な
く
、
結
果
的
に
は
む
し
ろ
、
自
己
が
何
者
で
も
な
い
こ
と
を
骨
の
髄

ま
で
知
ら
さ
れ
た
、
自
己
を
無
化
す
る
よ
う
な
経
験
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
「
新
緑
の
毒
素
」
の
登
場
人
物
達
が
社
会
的
に
は
無
に
等
し
い
位
相
に

居
る
者
達
で
あ
る
こ
と
に
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
光
太
郎

の
生
の
位
相
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
が
留
学
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
追
い
詰

め
ら
れ
た
か
は
、
よ
く
知
ら
れ
た
次
の
文
章
か
ら
も
伺
う
こ
と
が
で
き
る
。

父
は
職
人
の
持
っ
て
み
る
潔
癖
性
と
、
律
儀
さ
と
、
物
堅
さ
と
、
仕
事
へ
の

情
熱
を
持
っ
て
る
た
が
、
又
一
方
で
は
職
人
に
あ
り
勝
ち
な
、
太
つ
腹
な
親

分
肌
も
あ
り
、
多
く
の
弟
子
に
取
り
か
こ
ま
れ
て
み
る
の
が
好
き
で
あ
り
、

お
だ
て
に
乗
っ
て
無
理
を
し
た
り
、
い
は
ば
派
手
で
陽
気
で
、
そ
の
思
考
の

，
深
度
は
世
間
表
面
の
皮
膜
よ
り
奥
に
は
屈
か
な
か
っ
た
。
そ
し
て
考
へ
る
と

 
い
ふ
や
う
な
ご
と
が
嫌
ひ
で
あ
っ
た
。
こ
の
世
は
人
生
で
あ
る
よ
り
も
娑
婆

で
あ
っ
た
。
学
問
と
か
芸
術
と
か
い
ふ
も
の
よ
り
も
、
芸
人
の
芸
や
役
者
の

芸
の
方
が
身
近
だ
つ
た
。
 
（
「
父
と
の
関
係
」
）

 
勿
論
、
こ
こ
で
光
太
郎
は
父
光
雲
．
を
お
と
し
め
て
い
る
の
で
は
な
い
。
し
か

し
、
こ
の
父
が
ヨ
ー
質
ッ
パ
体
験
を
経
た
者
か
ら
見
れ
ば
一
段
低
い
人
物
に
見

え
て
し
ま
う
と
こ
ろ
に
、
日
本
の
近
代
化
の
問
題
が
、
即
ち
、
高
村
の
ぶ
つ
か

っ
た
問
題
が
集
中
し
て
現
わ
れ
て
い
る
。

 
彼
は
確
か
に
こ
の
父
に
代
表
さ
れ
る
遅
れ
た
日
本
の
彫
刻
界
、
さ
ら
に
は
前

近
代
的
な
日
本
人
の
意
識
を
否
定
し
、
乗
り
超
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か

し
、
何
に
よ
っ
て
で
あ
る
か
。
ロ
ダ
ン
、
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
、
ヴ
ェ
ル
ハ
ー
レ

馳
ン
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
、
そ
し
て
キ
リ
ス
ト
。
こ
れ
ら
の
同
時
代
の
、
あ
る
い
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は
歴
史
上
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
物
達
は
彼
に
「
人
生
」
と
い
う
視
点
を
与
え
、
，

思
考
す
る
こ
と
の
意
義
を
教
え
た
が
、
果
し
て
そ
れ
は
、
父
の
一
生
が
「
人

生
」
で
は
な
く
「
娑
婆
」
で
あ
る
と
い
う
日
本
の
現
実
の
中
で
の
根
太
い
必
然

性
に
対
抗
で
き
る
か
。

 
高
村
光
太
郎
が
留
学
に
よ
っ
て
否
応
な
く
ぶ
つ
か
っ
た
の
は
、
こ
の
、
文
化

が
真
に
成
立
す
る
た
め
の
内
発
性
の
問
題
に
他
な
ら
な
い
。

彫
刻
に
独
創
は
い
ら
な
い
。
生
命
が
い
る
。

芸
術
に
於
て
、

を
通
訳
す
る
。

訳
）

人
は
何
も
創
造
し
な
い
！
自
分
自
身
の
気
質
に
従
っ
て
自
然

そ
れ
だ
け
だ
！
 
 
 
 
（
「
ロ
ダ
ン
の
言
葉
」
高
村
光
太
郎

 
光
太
郎
は
こ
の
師
の
言
葉
を
忠
実
に
生
き
よ
う
と
し
た
。
「
生
命
」
と
は
自

己
の
内
面
か
ら
押
え
難
く
湧
き
出
る
爆
発
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
あ
る
。
彫
刻
に

於
け
る
ノ
ミ
の
一
彫
り
、
詩
に
於
け
る
一
語
に
も
肉
体
の
裏
付
け
を
持
つ
こ

と
。
こ
れ
以
外
の
こ
と
は
「
独
創
」
す
ら
製
作
者
の
目
を
ぐ
ら
ま
す
観
念
で
し

か
な
い
。
光
太
郎
が
帰
国
後
、
充
分
な
内
発
性
さ
え
あ
れ
ば
太
陽
を
緑
色
に
描

い
て
も
い
い
の
だ
、
し
か
し
そ
れ
が
所
謂
独
創
的
で
あ
ろ
う
と
し
た
結
果
で
あ

れ
ば
何
の
意
味
も
な
い
の
だ
（
『
緑
色
の
太
陽
」
）
、
と
言
い
、
ま
た
詩
に
つ
い

て
も
「
詩
は
言
葉
そ
の
も
の
の
生
ま
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
其
の
源
初
の
要
求

に
い
つ
で
も
眼
ざ
め
て
み
る
者
の
言
語
活
動
の
最
も
純
粋
な
瞬
間
に
於
け
る
記

録
で
あ
る
。
」
（
「
詩
に
つ
い
て
」
）
と
、
内
発
性
を
の
み
唯
一
の
詩
作
の
根
拠

に
し
た
の
も
、
ロ
ダ
ン
の
忠
実
な
弟
子
と
し
て
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
彼
が

『
道
程
」
の
基
底
 
i
〈
有
V
の
位
相
の
成
立
1

詩
集
を
編
む
に
あ
た
っ
て
、
能
う
る
限
り
通
俗
的
な
詩
集
の
ノ
メ
ー
ジ
に
抵
抗

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
1
）

し
た
の
も
こ
の
文
脈
か
ら
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

 
し
か
し
、
彼
に
芸
術
家
と
し
て
の
自
己
を
確
立
さ
せ
た
く
生
命
V
へ
の
開
眼

は
そ
の
ま
ま
、
彼
に
出
口
の
な
い
閉
塞
状
況
の
中
で
生
き
る
こ
と
を
強
い
る
も

の
で
あ
っ
た
。

 
内
発
性
を
真
に
問
題
と
す
れ
ば
、
異
邦
人
た
る
光
太
郎
が
全
人
的
な
理
解
不

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ノ

可
能
な
フ
ラ
ン
ス
人
を
対
象
と
し
て
馨
を
ふ
る
う
こ
と
は
無
意
味
で
あ
る
。
帰

国
が
急
が
れ
た
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
が
、
 
し
か
し
、
 
日
本
に
帰
っ
て
み
て

も
内
発
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
与
え
う
る
対
象
は
ど
こ
に
も
発
見
で
き
な
い
。
彼

の
前
に
あ
っ
た
の
は
フ
ラ
ン
ス
で
予
測
し
た
通
り
の
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の

「
ω
勺
〉
い
↓
》
の
生
活
か
ら
芸
術
を
引
き
抜
い
て
し
ま
っ
た
様
な
乾
燥
無
味
な

社
会
」
（
「
出
さ
ず
に
し
ま
っ
た
手
紙
の
一
束
」
）
で
あ
り
、
生
の
根
源
な
ど
考

え
た
こ
と
も
な
い
、
少
し
も
真
に
生
き
て
い
な
い
よ
う
に
思
え
る
人
々
で
あ
っ

た
。
彼
は
次
の
よ
う
に
歌
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

 
 
 
 
め
し
ひ

色
み
て
は
盲
音
に
は
み
み
し
ひ
の
ふ
る
さ
と
び
と
の
顔
の
ざ
び
し
さ

ふ
る
さ
と
の
少
女
を
見
れ
ば
ぶ
る
さ
と
を
佳
し
と
し
が
た
き
か
な
し
き
か
な

や仏
蘭
西
の
髭
の
生
へ
た
る
女
を
も
あ
し
と
思
は
ず
こ
の
国
見
れ
ば

 
し
か
も
一
方
で
、
自
分
が
「
な
つ
か
し
み
な
が
ら
否
定
し
た
」
（
『
典
型
』
）

こ
の
よ
う
な
「
ふ
る
さ
と
び
と
」
の
一
員
で
あ
る
こ
と
は
ま
ぎ
れ
も
な
い
事
実

で
あ
る
。
『
道
程
」
前
半
の
激
烈
な
作
品
群
に
ま
じ
っ
て
次
の
よ
う
な
作
品
が

書
か
れ
て
い
る
の
は
注
目
に
価
す
る
。

（ 139 ）

電



，

 
 
 
 
 
「
鳩
」

鳩
に
豆
や
ろ
、
豆
く
へ
、
鳩
よ

鳩
が
招
く
ふ
、
親
書
子
鳩

馴
れ
て
吾
が
手
に
豆
く
ふ
子
鳩

観
音
堂
に
夕
日
が
さ
せ
ば
．

鳩
を
見
て
さ
へ
泣
い
た
も
の

（
明
4
4
・
2
）

 
こ
こ
に
は
ひ
っ
そ
り
と
し
た
形
で
は
あ
っ
て
も
、
光
太
郎
の
く
生
命
V
の
あ

り
よ
う
が
示
さ
れ
て
い
る
。
伝
統
的
な
七
音
と
五
音
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
る
小

唄
ぶ
り
の
小
曲
は
い
か
に
も
静
か
で
自
然
で
あ
る
。
彼
が
下
町
の
幸
わ
せ
な

庶
民
と
し
て
成
人
し
た
こ
と
に
は
吉
本
隆
明
氏
や
北
川
太
一
氏
の
指
摘
が
あ
る

が
、
と
の
「
人
生
」
な
ら
ぬ
「
娑
婆
」
の
ひ
そ
や
か
な
夕
ぐ
れ
時
の
情
緒
を
し
っ

と
り
と
感
受
で
き
る
こ
と
こ
そ
、
光
太
郎
の
内
発
的
な
資
質
な
の
で
あ
っ
允
。

 
 
 
 
 
 
「
父
の
顔
」

 
 
 
 
 
ど
コ
ろ

 
父
の
顔
を
粘
土
に
て
作
れ
ば
／
か
は
た
れ
時
の
窓
の
下
に
／
父
の
顔
の
悲
し

 
く
さ
び
し
や
／
ど
こ
か
似
て
み
る
わ
が
顔
の
お
も
か
げ
は
／
う
す
気
味
わ
ろ

 
き
ま
で
に
理
法
の
お
そ
ろ
し
く
／
わ
が
魂
の
老
ひ
さ
き
、
ま
ざ
ま
ざ
と
／
姿

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
は

 
に
出
で
し
思
ひ
も
か
け
ぬ
お
ど
ろ
き
／
わ
が
こ
こ
ろ
は
怖
い
も
の
見
た
さ
に

 
／
そ
の
眼
を
見
、
そ
の
額
の
綴
を
見
る
（
下
略
）
 
 
（
明
4
4
・
7
）

 
光
太
郎
は
自
己
を
発
見
す
る
こ
と
に
お
び
え
て
い
る
。
そ
れ
は
彼
の
根
源
的

な
自
己
矛
盾
を
明
白
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。
光
太
郎
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
己
れ
の

も
の
と
し
た
よ
く
見
え
る
目
で
見
、
よ
く
聞
こ
え
る
耳
で
聞
け
ば
聞
く
程
、
自

分
の
中
に
流
れ
る
「
あ
や
し
き
血
す
D
」
は
「
お
前
は
お
れ
の
子
な
の
ゼ
」

乏
三
つ
で
来
る
。
し
か
し
、
彼
は
こ
の
声
を
黙
っ
て
押
し
つ
ぶ
さ
ね
ば
な
ら
な

い
。 

光
太
郎
は
芸
術
家
の
名
に
お
い
て
二
代
目
光
雲
に
な
る
こ
と
を
拒
否
し
た

が
、
そ
れ
は
精
神
の
深
層
に
於
て
自
己
自
身
を
否
定
す
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。

少
く
と
も
「
道
程
」
に
表
現
さ
れ
た
「
僕
を
一
人
立
ち
に
さ
せ
た
広
大
な
父

一
自
然
」
と
は
、
こ
の
よ
う
な
真
の
父
を
抹
殺
す
る
と
い
う
く
不
自
然
V
の

上
に
成
立
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

 
今
一
度
繰
り
返
せ
ば
、
帰
国
後
光
太
郎
が
直
面
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
課
題

は
、
日
本
に
於
て
は
娑
婆
で
あ
る
よ
り
他
な
い
生
を
、
人
生
と
い
う
名
に
ふ
さ

わ
し
い
あ
る
も
の
に
上
昇
さ
せ
、
日
本
に
於
て
充
分
に
根
拠
を
持
っ
て
い
る
職

人
気
質
を
、
ロ
ダ
ン
に
代
表
さ
れ
る
芸
術
家
と
し
て
の
態
度
に
上
昇
さ
せ
る
、

し
か
も
本
能
的
な
内
発
性
あ
る
い
は
綿
々
た
る
歴
史
性
と
い
う
そ
の
た
め
の
手

が
か
り
な
し
に
そ
う
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
「
新
緑
の
毒
素
」
を
書

い
た
時
、
光
太
郎
は
て
の
課
題
の
不
可
能
性
に
ま
と
も
に
ぶ
つ
か
り
、
自
己
が

結
果
と
し
て
何
者
で
も
あ
り
え
な
い
こ
と
に
苦
悶
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。

 
以
上
の
よ
う
な
光
太
郎
の
強
い
ら
れ
た
生
の
あ
り
よ
う
を
今
「
〈
無
〉
の
位

相
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
れ
ば
、
「
鳩
」
や
「
父
の
顔
」
の
す
ぐ
後
に
置
か
れ
て

い
る
「
泥
七
宝
」
 
（
明
4
4
・
7
～
大
元
・
9
）
の
小
品
群
の
申
に
、
そ
こ
で

開
き
直
っ
て
寝
そ
べ
る
よ
う
に
生
き
て
い
る
彼
の
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
し
て
、
〈
無
V
の
位
相
か
ら
く
有
V
の
位
相
で
生
き
て
い
る
人
々
i
何
者

か
で
あ
ろ
う
と
し
て
あ
が
い
て
い
る
人
々
-
」
に
注
が
れ
た
シ
ニ
ッ
ク
な
視
線

を
抜
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
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か
な
し
や
人
は
み
な
情
を
ば
売
る

口
の
・
先
に
て
売
る

あ
れ
も
、
こ
れ
も

恐
ろ
し
き
舌
を
か
く
し
て
売
る

お
も
し
ろ
や

か
の
人
の
苦
し
む
は

苦
し
み
を
か
く
す
そ
ぶ
り
よ
の

酔
へ
る
人
の
う
つ
く
し
さ
'
よ

酔
へ
る
真
似
す
る
人
の
醜
さ
よ

カ
フ
エ
の
食
卓
ぞ
滑
稽
な
る
、

 
光
太
郎
は
こ
こ
で
、
確
か
に
詩
的
な
る
も
の
の
本
質
に
近
づ
い
て
い
た
の
だ

と
言
え
る
。
．
 
」

 
人
は
〃
な
さ
け
深
い
人
”
に
な
ろ
う
と
し
、
 
〃
だ
ま
っ
て
苦
し
み
を
隠
せ

る
人
”
に
な
ろ
う
と
し
、
酔
う
こ
と
ま
で
付
き
合
う
付
き
合
い
上
手
に
な
ろ
う

と
す
る
。
し
か
し
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
生
の
場
所
を
与
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
れ

ば
、
こ
の
よ
う
な
人
々
に
対
し
て
、
滑
稽
さ
や
哀
れ
さ
の
感
情
を
表
明
し
て
も

本
当
は
無
価
値
な
の
だ
。
だ
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
無
価
値
に
た
て
こ

も
る
こ
と
で
し
か
価
値
の
世
界
で
あ
る
現
実
に
観
念
的
に
拮
抗
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
の
で
あ
ヶ
、
お
そ
ら
く
そ
れ
は
詩
的
な
る
も
の
の
本
質
の
一
つ
で
あ
る

に
違
い
な
い
。
光
太
郎
ば
こ
の
時
、
中
原
中
也
や
萩
原
朔
太
郎
と
同
様
の
、
何

物
を
も
所
有
せ
ぬ
文
弱
の
詩
人
と
い
う
名
誉
あ
る
位
置
に
い
た
と
い
う
べ
き
で
，

『
道
程
』
の
基
底
 
1
〈
有
〉
の
位
相
の
成
立
一

あ
る
。
．

 
し
か
し
、
光
太
郎
は
他
の
詩
人
達
の
よ
う
に
〈
無
〉
の
位
相
に
と
ど
ま
り
つ

づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
「
体
に
気
を
つ
け
勉
強
せ
ら
れ
よ
」
と
い
う
父

の
こ
と
ば
（
「
出
さ
ず
に
し
ま
っ
た
手
紙
の
一
束
」
）
を
あ
る
意
味
で
は
優
等
生

的
に
守
っ
た
ゆ
え
に
デ
カ
ダ
ン
ス
に
沈
ま
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
彼
は
、
〈
無
V

に
と
ど
ま
る
こ
と
は
で
き
ず
、
当
然
何
者
か
に
な
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。ω

初
版
本
に
は
序
も
あ
と
書
き
も
な
く
カ
ッ
ト
も
挿
入
さ
れ
て
い
な
い
。
た

 
だ
編
年
体
に
編
ま
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
光
太
郎

 
は
後
に
次
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
る
。
 
「
『
道
程
』
の
構
成
が
い
は
ゆ
る

 
詩
集
の
や
う
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
一
つ
の
雑
綴
の
や
う
で
あ
る
と
い
ふ

 
人
も
あ
る
が
、
そ
の
と
ほ
り
で
あ
る
。
当
時
私
は
世
人
の
い
ふ
詩
集
と
い

 
う
特
殊
観
念
に
鼻
も
ち
が
な
ら
ず
、
 
（
詩
集
に
ガ
ラ
ス
の
宝
石
を
ち
り
ば

．
め
る
と
い
っ
た
や
う
な
観
念
だ
。
）
た
だ
制
作
順
に
自
己
の
詩
を
並
べ
て
、

 
注
意
深
い
読
者
に
お
の
つ
か
ら
筆
者
内
面
の
エ
ヴ
オ
リ
ユ
ウ
シ
ヨ
ン
を
見

-
て
も
ら
は
う
と
し
仁
の
で
あ
る
。
」
（
「
某
月
某
日
 
V
」
）

三

 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
1
）

 
作
者
自
身
の
言
葉
通
り
、
『
道
程
」
の
詩
風
は
「
泥
七
宝
」
を
境
に
一
変
し

て
い
る
。
直
接
智
恵
子
を
読
み
手
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
は
「
人
に
」
 
（
明
4
5

・
7
初
出
「
N
一
女
史
に
」
初
版
『
道
程
』
で
は
「
I
i
に
」
）
が
最
初
で

、
あ
る
が
、
「
泥
七
宝
」
．
連
作
の
最
後
と
な
っ
た
「
泥
七
宝
（
五
）
」
．
と
共
に
大

正
元
年
九
月
．
「
ス
バ
ル
」
に
発
表
さ
れ
た
「
早
る
夜
の
こ
こ
ろ
」
「
涙
」
「
お
そ
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、

れ
」
に
は
い
つ
れ
も
初
出
時
に
は
「
N
女
史
に
」
の
献
辞
が
付
さ
れ
て
い
る
ゆ

こ
れ
ら
の
作
品
は
「
こ
こ
ろ
よ
、
こ
こ
ろ
よ
／
病
の
床
を
起
き
出
で
よ
／
そ
の

ア
ツ
シ
シ
ユ
の
仮
睡
を
ふ
り
す
て
よ
／
さ
れ
ど
眼
に
み
ゆ
る
も
の
は
今
み
な
狂

ほ
し
き
な
り
／
七
月
の
夜
の
月
も
／
見
よ
、
ポ
プ
ラ
ア
の
林
に
熱
を
病
め
り
」

（「

?
髢
驍
ﾌ
こ
こ
ろ
」
）
と
い
う
表
現
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
智
恵
子
と
の

運
遁
に
よ
っ
て
デ
カ
タ
ン
の
沼
か
ら
脱
け
出
よ
う
と
す
る
光
太
郎
の
魂
の
お
の

の
き
に
満
ち
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
や
が
て
沈
潜
し
、
．
「
或
る
宥
」
 
（
大

元
・
1
0
）
に
至
っ
て
「
行
住
坐
臥
我
等
の
思
ふ
所
と
自
然
の
定
律
と
相
戻
ら
な

い
境
地
に
到
ら
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
初
め
て
「
自
然
」
の
語
が
現
わ
れ
、
彼
が

は
っ
き
り
と
当
為
を
つ
か
ん
だ
こ
と
が
示
さ
れ
る
の
以
後
の
作
品
は
た
た
ず
ま

い
に
静
動
の
違
い
は
あ
れ
、
〈
無
〉
か
ら
く
有
V
の
位
相
に
上
昇
し
よ
う
と
す

る
自
己
へ
の
叱
咤
激
励
の
リ
ズ
ム
で
貫
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
こ
で
は
「
人
類
の
泉
」
 
（
大
2
・
3
）
を
取
り
上
げ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ピ
オ
ニ
エ
 
エ

私
は
自
分
の
ゆ
く
道
の
開
路
者
で
す
／
私
の
正
し
さ
は
草
木
の
正
し
さ
で

す
／
あ
あ
 
あ
な
た
は
其
を
生
き
た
眼
で
見
て
く
れ
る
の
で
す
／
（
中
略
）

私
は
今
生
き
て
み
る
社
会
で
／
も
う
万
人
の
道
る
通
路
か
ら
数
歩
自
分
の
道

に
踏
み
込
み
ま
し
た
／
も
う
共
に
手
を
取
る
友
達
は
あ
り
ま
せ
ん
／
た
だ
互

に
趨
る
部
分
を
了
解
も
合
ふ
友
達
が
あ
る
の
み
で
す
／
私
は
こ
の
孤
独
を
悲

し
ま
な
く
な
り
ま
し
た
／
此
は
自
然
で
あ
ヶ
 
又
必
然
で
あ
る
の
で
す
か
ら

／
そ
し
て
こ
の
孤
独
に
満
足
さ
へ
し
よ
う
と
す
る
の
で
す
（
中
略
）
私
は
人

か
ら
離
れ
て
孤
独
に
な
り
な
が
ら
／
あ
な
た
を
通
じ
て
再
び
人
類
の
生
き
た

生
息
に
接
し
ま
す
／
ヒ
ユ
ウ
マ
ニ
チ
イ
の
中
に
活
躍
し
ま
す
／
す
べ
て
か
ら

脱
却
し
て
／
た
だ
あ
な
た
に
向
う
の
で
す
／
深
い
と
ほ
い
人
類
の
泉
に
肌
を

ひ
た
す
の
で
す
／
（
後
略
）

 
す
で
に
触
れ
だ
よ
う
に
、
光
太
郎
は
こ
こ
で
所
謂
詩
を
書
こ
う
と
は
し
で
い

な
い
軌
行
別
け
を
取
り
払
え
ば
散
文
に
化
レ
て
し
ま
う
こ
れ
ら
の
作
品
は
、
彼

が
も
は
や
あ
ら
ゆ
る
一
般
的
概
念
に
従
う
こ
と
を
必
要
と
し
な
い
ほ
ど
社
会
か

ら
離
れ
、
た
だ
智
恵
子
と
の
密
室
に
住
む
こ
と
に
よ
っ
て
く
真
実
V
に
向
き
あ

お
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
決
意
の
背
後
に
も
ま
た
、
光
太

郎
の
ロ
ダ
ン
体
験
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

恐
ろ
し
く
深
く
真
実
を
語
る
も
の
で
あ
れ
。
見
分
の
感
ず
る
と
こ
ろ
を
表
現

す
る
の
に
決
し
て
た
め
ら
う
な
3
た
と
ひ
公
定
思
想
と
は
反
対
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
っ
た
時
で
さ
え
も
で
す
。
恐
ら
く
最
初
君
達
は
了
解
さ
れ
ま
い
。
け

れ
ど
も
一
人
ぼ
つ
ち
で
あ
る
こ
と
を
恐
れ
る
な
。
友
は
や
が
て
君
達
の
処
に

来
る
。
な
ぜ
と
い
へ
ば
、
一
人
の
人
に
深
ぐ
真
実
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
は

一
切
の
人
に
も
そ
う
で
あ
る
か
ら
で
す
。
r
（
「
ロ
ダ
ン
の
言
葉
」
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
へ

 
二
つ
を
較
べ
て
み
る
と
、
こ
こ
で
も
ま
た
、
光
太
郎
が
知
的
に
ロ
ダ
ン
と
同

じ
道
を
歩
も
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
痛
ま
し
い
程
で
あ
る
が
、
彼
が
ロ
ダ
ン
か

ら
学
ん
だ
も
の
は
、
別
の
視
点
が
ら
言
え
ば
、
こ
の
世
の
中
間
的
権
威
か
ら
の

解
放
と
真
の
煮
立
と
い
ヶ
こ
と
で
あ
ろ
う
。

 
自
己
を
と
り
ま
く
社
会
、
国
家
、
家
族
の
一
部
で
あ
っ
た
状
態
か
ら
独
立

し
、
逆
に
所
与
の
現
実
を
自
ら
の
手
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
た
対
象
と
と
ら
え
直
す
こ

と
。
人
間
を
環
境
の
中
か
ら
脱
出
で
き
な
い
無
力
な
も
の
と
し
て
、
そ
こ
に
感

傷
的
に
沈
む
の
で
は
な
く
、
逆
に
そ
の
よ
う
な
自
己
の
感
情
か
ら
さ
え
も
独
立
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し
た
強
烈
な
意
志
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
。
「
希
な
る
自
然
」
に
従
う
と
は
決

し
て
感
覚
の
恣
意
性
に
従
う
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
な
何
物
か
ら

も
独
立
し
た
自
由
で
強
靱
な
精
神
を
己
れ
の
も
の
と
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

 
し
か
し
、
光
太
郎
が
詩
の
中
で
過
度
な
ま
で
に
智
恵
子
を
讃
え
、
・
さ
ら
に

「
私
の
正
し
ざ
は
草
木
の
正
レ
さ
で
す
」
ど
ネ
イ
チ
ャ
ー
と
し
て
の
「
自
然
」

を
持
ち
込
ま
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
だ
け
、
彼
の
置
か
れ
た
生
の
位
相
は
ロ
ダ
ン

と
微
妙
に
、
そ
し
て
決
定
的
に
異
っ
て
い
た
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

 
ロ
ダ
ン
が
自
己
の
孤
独
に
た
て
こ
も
る
た
め
に
は
当
然
、
他
に
も
自
分
と
同

 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

じ
よ
う
に
ホ
ン
モ
ノ
た
ら
ん
と
す
る
故
の
孤
独
者
が
居
り
、
さ
ら
に
、
あ
の
「
雨

に
う
た
る
る
カ
テ
ド
ラ
ル
」
 
（
大
1
0
・
1
0
）
で
光
太
郎
か
ら
讃
美
さ
れ
た
よ
う
，

な
人
為
に
よ
る
確
固
た
る
ホ
ン
モ
ノ
が
作
ら
れ
て
来
た
、
と
い
う
社
会
や
歴
史

が
無
言
の
支
え
と
し
て
無
け
れ
ば
な
ち
な
い
。
ホ
ン
モ
ノ
た
ら
ん
と
す
る
創
造

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

者
は
孤
独
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
た
だ
ち
に
孤
絶
を
意
味
し
は
し
な
い
。
し

か
し
、
彫
刻
界
に
於
け
る
唯
一
の
ホ
ン
モ
ノ
に
思
え
た
荻
原
守
衛
を
失
い
（
明

43

E
4
）
へ
詩
壇
か
ら
も
離
脱
し
て
い
た
光
太
郎
に
、
ロ
ダ
ン
の
言
葉
の
背
後

に
あ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
の
無
言
の
支
え
に
匹
敵
す
る
も
の
は
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。

 
「
冬
が
来
る
／
寒
い
、
鋭
い
、
強
い
、
透
明
な
冬
が
来
る
」
（
「
冬
が
来
る
」

大
元
・
1
0
）
「
寒
い
風
が
吹
く
／
私
は
燈
火
に
満
ち
た
東
京
の
街
道
を
歩
き
廻

る
」
 
（
「
夜
」
大
元
．
1
0
）
 
「
吹
い
て
来
い
、
吹
い
て
来
い
／
秩
父
お
ろ
し
の

寒
い
風
／
山
か
ら
こ
ん
こ
ろ
り
ん
と
吹
い
て
来
い
／
世
は
末
法
だ
、
吹
い
て
来

い
」
（
「
狂
者
の
詩
」
大
元
・
H
）
 
「
冬
だ
、
冬
だ
、
何
処
も
か
も
冬
だ
／
見
わ

た
す
か
ぎ
り
冬
だ
」
（
「
冬
の
詩
」
（
大
2
・
1
2
）
 
「
冬
よ
／
僕
に
来
い
、
僕
に

来
い
／
僕
は
冬
の
力
、
冬
は
僕
の
餌
食
だ
／
し
み
透
れ
、
つ
き
ぬ
け
／
火
事
を

『
道
程
』
の
基
底
 
1
〈
有
V
の
位
相
の
成
立
一

出
せ
、
雪
で
埋
め
ろ
／
刃
物
の
や
う
な
冬
が
来
た
」
（
「
冬
が
来
た
」
大
2
・

1
2
）

 
こ
れ
ら
の
冬
の
詩
が
智
恵
子
と
の
還
遁
以
後
に
一
貫
し
て
作
ら
れ
て
い
る
こ

と
に
改
め
て
思
い
を
馳
せ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
冬
の
詩
の
多
作
が
、
単
に
彼
が

夏
に
弱
く
冬
に
強
か
っ
た
と
い
う
よ
う
な
資
質
に
基
づ
く
も
の
と
は
思
わ
れ
な

い
。
冬
の
強
調
の
中
で
持
ち
出
さ
れ
て
く
る
光
太
郎
の
自
己
定
立
の
理
念
た
る

く
自
然
〉
に
は
、
卑
小
で
、
砂
を
噛
む
よ
う
な
文
化
的
索
漠
の
中
で
黙
っ
て
仕

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

事
を
す
る
こ
と
、
そ
れ
が
自
然
に
な
さ
れ
る
よ
う
に
自
分
を
教
育
す
る
こ
と
、

と
い
う
不
自
然
性
、
二
重
性
が
内
包
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
「
春
」
や
「
夏
」

で
な
く
「
冬
」
へ
の
愛
の
強
調
に
は
、
「
春
」
や
「
夏
」
に
こ
の
世
に
芽
ぶ
く
・

も
の
i
社
会
の
中
で
創
出
さ
れ
る
も
の
一
を
二
，
セ
モ
ノ
と
し
か
見
る
こ
と

の
で
き
ぬ
彼
の
苦
い
心
情
が
隠
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
こ
の
よ
う
な
光
太
郎
の
孤
絶
と
現
世
否
定
は
後
の
戦
争
へ
の
参
入
の
源
泉
と

な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
・
「
寒
露
い
た
る
、
堅
泳
い
た
る
。
／
む
し
ろ
氷
河
時
代

よ
こ
の
世
を
襲
へ
。
／
ど
う
い
ふ
ほ
ん
と
・
の
人
血
の
種
が
、
／
ど
う
し
て
そ
こ

に
生
き
残
る
か
を
大
地
は
見
よ
う
。
」
（
「
堅
目
い
た
る
」
昭
1
2
・
d
）
と
い
う

倒
錯
し
た
戦
争
肯
定
の
論
理
は
す
で
に
「
生
育
の
い
い
草
の
陰
に
小
さ
い
人
間

の
う
ち
や
う
ち
や
這
ひ
ま
は
っ
て
居
る
の
も
み
え
る
／
彼
等
も
僕
も
／
大
き
な

人
類
と
い
ふ
も
の
の
一
部
分
だ
／
し
か
し
人
類
は
無
駄
な
も
の
を
棄
て
腐
ら
し

て
も
惜
し
ま
な
い
／
人
間
は
鮭
の
卵
だ
／
千
万
人
の
中
で
百
人
も
残
れ
ば
／
人

類
は
永
久
に
絶
え
や
し
な
い
／
棄
て
腐
ら
す
の
を
見
越
し
て
／
自
然
は
人
類
の

為
め
人
間
を
沢
山
つ
く
る
の
だ
」
 
（
大
3
・
2
「
道
程
」
初
出
形
、
後
『
道

程
」
所
録
時
に
削
除
）
と
い
う
よ
う
に
、
こ
の
時
準
備
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

る
。
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！

 
光
太
郎
が
こ
の
よ
う
な
痛
ま
し
さ
の
中
で
懸
命
に
た
ど
り
つ
い
た
く
有
V
の

位
相
を
、
ど
う
い
う
言
葉
で
抽
象
化
す
れ
ば
い
い
の
か
ま
く
わ
か
ら
な
い
。
た

だ
、
彼
が
こ
こ
で
、
肝
本
的
な
曖
昧
さ
を
含
む
「
人
格
者
」
と
か
「
人
物
」
と

か
言
わ
れ
る
も
の
に
近
づ
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

 
た
と
え
ば
、
室
生
犀
星
は
こ
の
先
輩
詩
人
の
印
象
を
次
の
よ
う
に
書
い
て
い

る
。
，

私
達
は
暇
が
あ
っ
た
の
で
高
村
を
た
つ
ね
る
た
び
に
よ
そ
ゆ
き
の
気
持
を
感

じ
圧
迫
で
な
い
妙
な
人
間
の
ち
が
っ
た
も
の
を
覚
え
、
 
私
は
た
う
た
う
高

村
を
た
つ
ね
る
こ
と
は
も
う
よ
そ
う
や
ち
っ
と
も
面
白
く
な
い
と
言
ひ
出
し

た
。
萩
原
は
高
村
は
そ
ん
な
面
白
い
奉
じ
や
な
い
ん
だ
、
し
か
た
な
し
に
訪

ね
て
い
っ
た
か
ら
話
し
て
み
る
ん
だ
と
言
っ
た
。
そ
れ
も
そ
の
と
ほ
り
で
あ

っ
た
。
・
高
村
は
い
つ
も
含
み
声
で
も
の
を
言
ひ
、
何
時
も
う
け
て
答
へ
る
ば

か
り
で
あ
っ
た
し
、
酒
で
も
飲
み
に
行
っ
た
ら
面
白
い
人
に
な
る
で
あ
ら
う

が
㍉
つ
く
ら
な
い
利
巧
さ
は
す
ぐ
に
興
に
乗
る
と
い
ふ
こ
と
は
な
か
っ
た
つ

（
中
略
）
白
状
す
る
が
私
の
青
年
時
代
に
わ
ざ
わ
ざ
所
蔵
し
て
み
る
陶
器
を

奉
っ
た
こ
仁
は
滝
田
哲
太
郎
に
萩
原
を
加
え
高
村
に
お
く
っ
た
九
谷
の
大
回

を
か
ず
へ
る
と
お
三
人
だ
け
に
な
る
。
私
の
や
う
な
慾
深
な
人
間
に
そ
ん
な

贈
物
を
さ
せ
た
と
い
ふ
こ
と
は
よ
く
よ
く
の
人
間
ら
し
い
の
で
あ
る
。
（
「
詩

人
・
萩
原
朔
太
郎
」
）

〈
有
V
の
位
相
に
三
毛
近
い
も
、
の
で
あ
ら
う
。
そ
れ
は
恐
ら
く
真
の
確
固
た
る

自
己
確
立
や
成
熟
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
成
熟
は
も
っ
と
自
由
で
開
け

っ
広
げ
な
精
神
状
況
を
も
た
ら
す
に
違
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

 
『
道
程
』
後
半
「
泥
七
宝
」
以
後
の
作
品
は
内
部
世
界
の
葛
藤
を
目
ざ
め
さ

．
せ
る
よ
う
に
は
働
か
ず
、
む
し
ろ
そ
れ
を
封
じ
込
め
る
よ
う
に
働
く
。
そ
し
て
，

人
を
現
実
へ
下
降
さ
せ
る
の
で
な
ぐ
、
観
念
の
方
へ
上
昇
さ
せ
る
。
恐
ら
く
、

そ
う
で
あ
っ
て
の
み
光
太
郎
の
詩
は
読
み
つ
が
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
『
智
恵
子
抄
」
の
愛
の
讃
歌
は
現
実
の
ど
ろ
ど
ろ
と
し
た
男
女
の
愛
憎
に
届

か
な
い
か
ら
こ
そ
意
味
が
あ
る
の
だ
し
、
中
学
校
の
教
科
書
に
登
場
す
る
「
道

程
」
も
ま
た
、
受
験
期
を
ひ
か
え
た
生
徒
の
お
び
え
を
励
ま
す
よ
う
に
読
ま
れ

て
い
る
側
面
を
否
定
で
き
な
い
。
近
代
日
本
に
あ
っ
て
〈
有
〉
の
位
相
に
立
と

う
と
す
る
者
は
、
だ
れ
も
こ
の
詩
人
か
ら
遠
く
隔
た
っ
て
生
き
る
こ
と
は
で
き

な
い
よ
う
に
思
え
る
。

ω
「
私
は
無
意
識
裡
に
自
分
の
夢
想
す
る
一
女
性
の
原
型
的
な
も
の
を
求
め

 
て
彷
住
し
、
結
局
現
実
的
に
は
堕
落
し
た
日
々
を
送
っ
て
い
ろ
い
ろ
な
女

 
性
に
会
っ
た
。
『
泥
七
宝
」
の
小
曲
類
は
そ
の
間
に
書
い
た
も
の
で
、
書

 
き
散
ら
し
た
数
は
数
百
に
及
ぶ
が
、
多
く
印
刷
を
は
ば
か
る
や
う
な
も
の

 
だ
っ
た
た
め
今
は
皆
散
為
し
て
し
ま
っ
た
。
 
（
中
略
）
智
恵
子
は
私
の
精

 
神
を
救
っ
た
。
今
見
て
も
、
「
道
程
」
は
『
泥
七
宝
』
の
小
曲
を
境
と
し

 
て
戴
然
と
前
後
に
切
れ
て
い
る
。
」
'
（
「
某
月
某
日
 
V
」
）

（ 144 ）

沈
黙
を
抱
え
、
正
体
が
解
ら
ぬ
故
に
三
三
た
る
力
を
持
つ
「
人
物
」
。
こ
の

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
へ
の
翻
訳
不
可
能
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
こ
そ
光
太
郎
の
辿
り
着
い
た


