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『
茂
吉
秀
歌
「
あ
ら
た
ま
」
首
首
』
を
中
心
と
し
て
一

安

森

．
敏

隆

一

 
塚
本
邦
雄
は
『
茂
吉
秀
歌
「
赤
光
」
百
首
』
 
（
文
芸
春
秋
 
昭
5
2
・
4
）
に
つ
づ
・

い
て
『
茂
吉
秀
歌
「
あ
ら
た
ま
」
百
首
』
（
文
芸
春
秋
 
昭
5
3
鴇
9
）
を
刊
行
し
、
第

二
歌
集
「
あ
ら
た
ま
』
の
鑑
賞
も
一
冊
だ
け
に
限
定
し
、
一
〇
〇
首
を
抽
出
し

て
鑑
賞
し
て
い
る
。
・
そ
の
う
ち
わ
け
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
全
脳
数
七

四
六
首
の
う
ち
、
選
出
さ
れ
た
一
〇
〇
首
の
う
ち
わ
け
は
、
大
正
二
年
は
四
七

首
の
う
ち
一
二
首
（
二
五
・
五
％
）
が
選
出
さ
れ
、
大
正
三
年
は
一
四
八
首
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ

う
ち
二
五
首
（
一
六
・
九
％
）
、
大
正
四
年
は
一
五
八
首
の
う
ち
一
九
首
（
一

二
・
○
％
）
、
大
正
五
年
は
一
五
六
首
の
う
ち
二
〇
首
・
（
一
二
・
八
％
）
、
大

正
六
年
前
二
一
二
七
首
の
う
ち
二
四
首
（
一
〇
・
一
％
）
が
塚
本
邦
雄
の
燗
眼
を
・

父
ぐ
っ
て
選
出
さ
れ
て
い
層
る
。
秀
歌
採
用
率
は
『
あ
ら
た
ま
』
の
も
っ
と
も
初
・

期
で
あ
る
大
正
二
年
が
抜
群
で
、
大
正
三
年
が
そ
れ
に
つ
づ
き
、
以
下
大
正
五

年
、
四
年
、
六
年
の
順
と
な
っ
て
い
る
。
．
塚
本
自
身
「
駿
一
茂
吉
豹
攣
」
の

中
で
も
「
過
ぐ
る
夏
め
日
日
、
「
赤
光
』
百
首
の
鑑
賞
を
試
み
つ
つ
、
私
は
當

然
「
あ
ら
た
ま
』
及
び
『
つ
ゆ
じ
も
」
以
後
に
も
し
き
り
に
目
を
遊
ば
せ
て
み

た
。
時
に
は
進
行
中
の
稿
を
一
時
放
置
し
て
、
こ
れ
ら
参
考
に
の
み
供
す
べ
き

後
績
歌
集
を
耽
讃
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
一
方
弓
懸
の
書
『
梁
塵
秘
抄
』
の
鑑

賞
も
、
や
や
後
れ
馳
せ
に
、
平
行
的
に
試
み
つ
つ
あ
っ
た
時
期
と
て
、
 
「
あ
ら

た
ま
』
の
「
一
心
敬
禮
」
「
海
濱
守
命
」
「
三
崎
行
」
あ
た
り
は
食
指
動
く
こ

と
た
だ
な
ら
ず
、
こ
こ
を
鑑
賞
す
る
た
め
に
だ
け
で
も
、
早
く
『
赤
光
』
を
完

了
し
て
次
の
仕
事
に
か
か
り
た
い
と
思
っ
た
く
ら
み
で
あ
る
。
」
と
述
べ
て
い

る
。
大
正
二
年
九
月
で
は
じ
ま
る
『
あ
ら
た
ま
』
は
『
赤
光
」
大
正
二
年
目
地

続
き
し
、
上
田
三
四
二
氏
等
は
「
私
は
こ
の
大
正
二
年
を
年
初
か
ら
『
あ
ら
た

ま
」
に
繰
入
れ
て
鑑
賞
す
る
。
 
『
お
ひ
ろ
」
と
『
死
に
給
ふ
母
』
と
、
左
千
夫

の
死
を
歌
う
『
悲
報
来
』
と
の
、
『
赤
光
』
中
白
眉
と
も
い
う
べ
き
劇
的
な
三

作
品
を
含
む
大
正
二
年
の
前
半
を
、
、
『
あ
ら
た
ま
』
に
含
ま
せ
る
こ
と
の
無
謀

は
私
に
も
わ
か
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
私
は
こ
の
三
つ
は
『
赤
光
』
に
か
え
し
て

も
よ
い
」
 
（
『
斎
藤
茂
吉
』
）
と
も
い
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
塚
本
氏
の
あ
げ
た

「
一
心
敬
禮
」
「
海
士
歯
質
」
「
三
崎
港
」
は
と
も
に
大
正
三
年
の
作
で
あ
る
。

コ
心
見
禮
」
一
聯
十
一
首
、

 
 
 
 
 
 
 
 
し
や
う
ら
い

そ
の
背
後
に
は
幽
玄
な
松
籟
を
聴
か
せ
、
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一
「
茂
吉
秀
歌
「
あ
ら
た
ま
」
百
首
』
を
中
心
と
し
て
ー



秀
歌
ひ
し
め
く
茂
吉
壮
年
の
代
表
作
と
言
は
う
。
題
名
重
工
、
言
は
ず
と
知

 
 
 
 
 
 
 
 
 
さ
ん
ば
ふ
の
う
た
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f

れ
た
『
梁
塵
秘
抄
」
の
餓
法
令
「
一
心
敬
聡
智
澄
み
て
、
十
方
浮
上
に

 
 
 
 
 
て
い
じ
て
い
さ
ん
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
つ
み
め
つ

隔
て
な
し
、
第
二
第
三
藪
毎
に
、
六
根
罪
障
罪
滅
す
」
の
借
用
で
あ
る
。

こ
れ
以
後
「
あ
ら
た
ま
」
に
は
頻
頻
と
梁
塵
の
本
歌
取
り
が
出
没
す
る
。
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
六
〇
首
）

『
あ
ら
た
ま
」
は
こ
の
あ
た
り
か
ら
『
梁
塵
秘
抄
』
懸
慕
の
趣
を
次
第
に
濃

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
そ

く
匂
は
せ
始
め
る
。
こ
の
一
首
が
、
あ
ま
り
に
も
有
名
な
、
「
遊
び
を
せ
ん

 
 
う
 
 
 
 
 
 
 
た
は
ぶ
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
ど
も
 
こ
え

と
や
生
ま
れ
け
む
、
 
離
れ
せ
ん
と
や
生
ま
れ
け
ん
、
遊
ぶ
子
供
の
聲
聞
け

 
 
わ
 
 
 
み
 
 
 
 
 
 
 
ゆ
る

ば
、
我
が
身
さ
へ
こ
そ
動
が
る
れ
」
の
影
響
下
に
生
れ
た
こ
と
は
疑
ひ
を
入

れ
ま
い
。
『
童
馬
漫
語
」
に
も
わ
ざ
わ
ざ
書
止
め
て
、
好
む
歌
三
十
六
を
抄

す
る
ほ
ど
の
執
著
で
あ
っ
た
か
ら
、
「
本
歌
取
が
現
れ
て
春
鳥
で
あ
ら
う
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
一
〇
五
頁
）

 
茂
吉
は
こ
の
時
代
の
歌
を
注
し
て
「
梁
塵
秘
抄
と
佛
蘭
西
を
中
心
と
し
た

近
代
書
、
即
ち
印
象
派
以
後
の
影
響
が
あ
る
の
で
あ
る
」
と
記
し
て
み
る
。

印
象
派
以
後
と
は
ま
た
怖
ろ
し
く
三
つ
ぼ
い
掴
み
方
だ
が
、
こ
の
一
首
な
ど

以
後
も
以
後
、
世
紀
末
サ
ン
ボ
リ
ス
ム
か
ア
ー
ル
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
1
の
匂
さ
へ

す
る
。
 
（
一
一
四
頁
）

 
茂
吉
の
梁
塵
秘
抄
へ
の
傾
倒
や
仏
教
的
肚
界
、
後
期
印
象
派
な
ど
の
影
響
か

ら
得
た
こ
れ
ら
大
正
三
年
の
作
品
は
即
塚
本
邦
雄
の
梁
塵
秘
抄
や
阯
紀
末
サ
ン

ボ
リ
ス
ム
や
ア
ー
ル
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
等
へ
の
嗜
好
と
合
致
し
、
「
赤
光
」
に
お
と

ら
ぬ
高
い
評
価
を
く
だ
し
て
い
る
。
だ
が
、
そ
の
後
の
茂
吉
の
「
実
相
観
入
」

な
い
し
「
写
生
」
論
の
実
践
へ
と
踏
み
切
っ
た
と
思
わ
れ
る
大
正
五
年
、
六
年

頃
の
作
品
に
な
る
と
茂
吉
豹
攣
と
す
ら
称
し
、
満
身
創
疲
の
茂
吉
を
こ
の
期
の

作
品
そ
の
も
の
の
中
に
み
よ
う
と
し
て
い
る
。

 
た
と
へ
ば
大
正
六
年
夏
の
「
蛾
」
に
、
私
は
決
し
て
作
者
ほ
ど
の
感
動
は

餐
え
な
い
。
「
眞
實
」
と
は
両
刀
ど
こ
ろ
か
四
方
八
方
に
刀
を
向
け
た
創
で

あ
る
。
こ
れ
を
わ
が
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
者
ら
を
、
そ
の
主
義
傾
向
の
如

何
に
か
か
わ
ら
ず
傷
つ
け
ず
に
は
お
か
ぬ
。
茂
吉
は
「
篤
生
」
に
値
し
傷
つ

い
た
。
だ
が
、
た
と
へ
満
身
創
疲
と
な
っ
て
も
、
そ
の
傷
痕
を
む
し
ろ
勲
章

と
し
て
、
彼
は
更
に
し
た
た
か
に
歌
ひ
や
ま
ず
、
ま
た
歌
ひ
お
ほ
せ
た
。
，

『
あ
ら
た
ま
」
は
作
者
の
旺
盛
な
創
作
慾
と
ス
ト
イ
ッ
ク
な
爲
生
探
求
が
、

周
期
的
に
交
替
し
つ
つ
、
つ
ひ
に
一
途
に
、
堅
實
平
明
な
境
地
に
行
き
つ
か

う
と
す
る
と
こ
ろ
で
鮭
末
を
迎
へ
る
興
味
津
津
の
歌
集
で
あ
る
。
 
（
「
駿
一

茂
吉
豹
攣
」
）

二

 
塚
本
邦
雄
の
『
茂
吉
秀
歌
「
赤
光
」
百
首
」
の
鑑
賞
法
は
、
従
来
の
茂
吉
の
人
間

か
ら
は
い
っ
て
、
そ
の
上
で
短
歌
を
鑑
賞
す
る
と
い
う
方
法
に
対
し
、
言
葉
の

存
在
感
、
美
意
識
か
ら
は
い
っ
て
そ
の
上
で
茂
吉
の
人
間
の
ド
ラ
マ
へ
と
作
品

を
飛
翔
さ
せ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
独
自
の
鑑
賞
法
を
企

図
す
る
た
め
、
他
の
研
究
書
や
鑑
賞
の
類
を
あ
ま
り
引
用
す
る
も
の
で
は
あ
り

得
な
か
っ
た
。
そ
の
点
に
お
い
て
は
『
茂
吉
秀
歌
「
赤
光
」
百
首
」
に
お
い
て
も
あ
．

ま
り
か
わ
る
も
の
で
は
あ
り
得
な
か
っ
た
が
、
．
た
だ
茂
吉
自
身
の
解
説
一
斗
に

「
作
歌
四
十
年
」
を
頻
々
と
用
い
、
茂
吉
自
身
の
発
言
に
と
こ
と
ん
対
立
さ
せ
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る
こ
と
に
よ
っ
て
茂
吉
の
言
う
「
写
生
」
と
は
違
う
か
た
ち
で
茂
吉
歌
に
照
明

が
あ
た
え
ら
れ
る
と
い
う
方
法
が
と
ら
れ
て
い
る
。
r

 
第
二
歌
集
「
あ
ら
た
ま
』
を
代
表
す
る
「
一
本
道
」
の
連
作
は
、
次
の
八
首

か
ら
な
っ
て
い
る
。

 
 
 
 
 
い
つ
ぼ
ん
 
み
ら
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
の
ち

あ
か
あ
か
と
一
本
の
道
と
ほ
り
た
り
た
ま
き
は
る
我
が
命
な
り
け
り

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
み
ち
は
る
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
ぜ
．
ふ

か
が
や
け
る
ひ
と
す
ち
の
道
暴
け
く
て
か
う
か
う
と
風
は
吹
き
ゆ
き
に
け
り

の
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
つ
ぼ
ん
み
ち
「
 
 
 
 
 
 
い
の
ち

野
の
な
か
に
か
が
や
き
て
一
本
の
道
は
見
ゆ
こ
こ
に
命
を
お
と
し
か
ね
つ
も

 
 
 
 
 
ひ
と
 
 
 
 
 
 
 
み
 
 
 
 
 
わ
れ
 
に
よ
ぼ
ん

は
る
ば
る
と
一
す
ち
の
み
ち
見
は
る
か
す
我
は
女
犯
を
お
も
は
ざ
り
け
り

わ
れ
 
 
 
 
 
き
わ
 
 
 
 
こ
 
．
ひ
 
 
て
 
 
 
ひ
と
す
ぢ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
な
に

我
は
こ
こ
ろ
極
ま
り
て
来
し
日
に
照
り
て
一
筋
み
ち
の
と
ほ
る
は
何
ぞ
も

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
き
た
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
つ
ら
 
く
ぼ
み
 
 
 
 
 
ひ
か
り

こ
こ
ろ
む
な
し
く
こ
こ
に
掌
れ
り
あ
は
れ
あ
は
れ
土
の
窪
に
く
ま
な
き
光

あ
き
 
 
 
 
よ
よ
ぎ
 
 
は
ら
 
 
ひ
 
 
 
 
 
 
う
ま
 
と
ま

秋
づ
け
る
代
々
木
の
原
の
日
の
に
ほ
ひ
馬
は
遠
く
も
な
り
に
け
る
か
も

 
 
 
 
 
こ
＼
う
な
 
 
こ
 
 
 
 
 
 
 
 
と
ほ
 
 
 
 
 
 
の
う
ふ
づ
ま

か
な
し
み
て
心
和
ぎ
來
む
え
に
し
あ
り
通
り
す
が
ひ
し
農
夫
妻
は
や

 
こ
の
『
あ
ら
た
ま
」
冒
頭
の
大
正
二
年
は
、
『
赤
光
』
後
部
「
悲
報
来
」
（
七

日
）
に
接
続
し
、
「
1
黒
き
蝉
」
 
（
五
首
）
「
2
折
に
ふ
れ
」
（
一
一
首
）
「
3

野
中
」
 
（
八
首
）
「
4
乾
草
」
 
（
五
首
）
「
5
宿
直
の
日
」
 
（
五
首
）
「
6
一

本
道
」
 
（
八
首
）
「
7
お
茶
の
水
」
 
（
五
首
）
の
七
重
四
二
首
の
歌
か
ら
な
っ

て
い
る
。
茂
吉
は
て
の
う
ち
「
6
一
本
道
」
の
連
作
に
つ
い
て
は
「
童
馬
漫

語
』
と
「
作
歌
四
十
年
」
で
次
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
。

 
予
の
歌
は
秋
の
一
日
代
々
木
の
原
で
出
來
た
歌
で
あ
る
。
左
千
夫
先
生
追

悼
號
の
終
の
方
に
予
は
「
秋
の
一
日
代
々
木
の
原
を
見
わ
た
す
と
、
遠
く
遠

く
一
本
の
道
が
見
え
て
み
る
。
赤
い
太
陽
が
空
々
と
し
て
韓
が
る
と
一
ぼ
ん

道
を
照
り
つ
け
た
。
僕
ら
は
こ
の
一
ぼ
ん
道
を
歩
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
』
と
記
し

て
み
る
。
こ
の
や
う
な
心
を
出
來
る
だ
け
軍
靴
に
一
本
調
子
に
直
線
的
に
端

的
に
表
現
し
よ
う
と
思
つ
．
た
の
で
あ
る
。
 
（
『
童
馬
漫
語
』
）

 
秋
の
國
土
を
一
本
の
道
が
貫
通
し
、
日
に
照
ら
さ
れ
て
み
る
の
を
「
あ
か

あ
か
と
」
と
表
現
し
た
。
こ
れ
も
『
し
ん
し
ん
と
』
流
の
も
の
に
過
ぎ
ぬ

が
、
骨
折
っ
て
あ
．
ら
は
れ
た
も
の
で
あ
る
。
貫
通
せ
る
】
本
の
道
が
所
詮
自

分
の
『
生
命
」
そ
の
も
の
で
あ
る
、
と
い
ふ
や
う
な
主
観
的
な
も
の
で
、
伊

藤
左
千
夫
先
生
超
後
で
あ
っ
た
の
で
、
お
の
つ
か
ら
か
う
い
ふ
主
観
句
に
な

っ
た
も
の
と
見
え
る
，
『
た
ま
き
は
る
」
な
ど
と
い
ふ
枕
詞
を
用
み
た
の
も
、

軍
純
に
一
氣
に
押
し
て
ゆ
か
う
と
い
ふ
意
圖
に
本
つ
い
た
の
で
あ
っ
た
。
こ

の
一
首
は
、
私
の
信
念
の
や
う
に
、
格
言
の
や
う
に
取
扱
は
れ
た
こ
と
が
あ

る
が
、
さ
う
い
ふ
概
念
的
な
歌
で
は
な
か
っ
た
。
 
（
「
作
歌
四
十
年
」
）

こ
の
茂
吉
の
解
説
に
対
し
、
塚
本
邦
雄
は
次
の
よ
う
に
切
り
か
え
す
。

 
三
十
一
音
律
と
は
魔
の
詩
型
だ
と
、
こ
の
一
首
を
請
し
、
解
読
や
作
者

自
注
を
讃
む
度
に
、
今
更
の
や
う
に
泌
み
て
思
は
ざ
る
を
得
な
い
。
代
々
木

も
、
「
僕
ら
」
も
、
「
ね
ば
な
ら
ぬ
」
も
す
べ
て
純
化
さ
れ
、
昇
華
さ
れ
、

凛
凛
と
う
ち
響
く
か
の
、
完
壁
に
抽
象
化
を
塗
げ
た
幻
の
命
の
道
が
、
短
歌

と
い
ふ
．
「
調
べ
」
の
中
に
生
ま
れ
、
か
．
つ
生
き
、
生
き
績
け
よ
う
と
し
て
み

る
の
を
知
る
。
 
（
四
六
頁
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
わ
れ
 
 
 
 
 
 
き
は
 
 
 
 
 
こ
 
 
ひ

一
本
道
ば
か
り
を
歌
っ
た
五
首
目
は
「
我
は
こ
こ
ろ
極
ま
り
て
崩
し
日
に

塚
本
邦
雄
に
お
け
る
く
茂
吉
V
の
位
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・
1
『
茂
吉
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歌
「
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ま
」
百
首
」
を
中
心
と
し
て
一
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、



て
 
 
 
ひ
と
す
ぢ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
な
に

照
り
て
一
筋
み
ち
の
と
ほ
る
は
何
ぞ
も
」
で
あ
り
、
こ
こ
で
終
っ
て
題
が

「
一
本
道
」
な
ら
、
こ
れ
は
徹
頭
徹
尾
観
念
上
の
道
で
あ
り
抽
象
の
≦
9
矯

に
他
な
ら
ぬ
と
、
茂
吉
の
全
歌
中
で
も
、
そ
の
懸
想
の
稀
少
性
を
謳
は
れ
て

然
る
べ
き
だ
っ
た
。
そ
の
評
便
に
臆
す
る
澄
明
度
が
こ
こ
に
は
あ
る
つ
こ
う

る
さ
い
事
實
立
脚
の
こ
と
わ
り
の
割
り
こ
む
絵
地
の
な
い
ま
で
に
、
怪
し
み

と
群
れ
と
、
憧
憬
と
内
省
の
渾
然
と
し
た
感
動
に
、
一
首
】
首
が
う
ち
額
へ
、
'

か
つ
登
射
し
て
ゐ
る
っ
そ
れ
で
十
一
，
一
分
頃
は
な
か
っ
た
か
。
何
を
附
加
す
る

必
要
が
あ
ら
う
か
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
よ
よ
ぎ

 
だ
が
、
茂
吉
の
良
心
は
そ
れ
を
許
さ
な
い
。
こ
の
一
聯
が
「
代
々
木
の

は
ら
 
 
 
 
 
あ
き

原
」
で
「
秋
づ
け
る
」
と
あ
る
一
．
日
成
つ
た
こ
と
を
、
こ
こ
に
言
葉
少
く
、

し
か
し
要
領
よ
く
、
ま
る
で
脚
注
か
準
・
詞
書
の
や
う
に
一
首
の
中
に
盛
6
。

入
人
は
こ
こ
で
ほ
っ
と
安
ら
ぐ
。
作
者
も
亦
、
あ
の
聖
な
る
昂
揚
が
、
ま
る

 
つ
き
も
の

で
愚
物
で
も
落
ち
た
や
う
に
消
え
去
り
、
騎
抜
け
同
然
の
け
う
と
い
表
情

で
原
つ
ば
の
中
の
穴
を
覗
き
こ
む
。
 
（
五
二
頁
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㌔

 
茂
吉
の
『
童
馬
漫
語
』
は
主
と
し
て
「
ア
ラ
ラ
ギ
」
に
「
明
治
四
十
三
年
か

ら
大
正
七
年
に
至
る
、
足
か
け
九
年
の
間
に
、
を
り
に
ふ
れ
て
書
い
た
は
か
な

い
漫
筆
」
 
（
自
序
）
を
大
正
八
年
八
月
一
五
日
、
春
陽
堂
か
ら
「
ア
ラ
ラ
ギ

叢
書
」
第
七
編
と
し
て
出
版
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
引
用
し
た
も
の
は
、
‘

『
童
馬
漫
語
」
中
．
「
5
8
『
命
な
り
け
り
」
と
い
う
結
句
」
の
申
の
文
で
あ
り
、

初
出
は
「
ア
ラ
ラ
ギ
」
大
正
三
年
六
月
号
の
「
短
歌
墨
画
」
中
の
文
章
で
あ

る
コ 

「
作
歌
四
十
年
」
は
「
私
が
作
歌
を
は
じ
め
た
明
治
三
十
八
年
か
ら
「
昭
和

十
九
年
ま
で
、
ま
る
四
十
年
に
な
る
の
で
、
記
念
の
た
め
に
、
『
作
歌
四
十
年
」

と
い
う
書
物
を
出
さ
な
い
か
、
私
自
身
の
歩
ん
だ
跡
を
か
へ
り
み
る
こ
と
は
、

や
が
て
歌
壇
史
の
一
部
に
な
る
か
ら
」
 
（
自
序
）
と
い
う
こ
と
で
、
昭
和
一
七

年
か
ら
昭
和
「
九
年
に
か
け
て
書
か
れ
た
古
歌
自
註
で
あ
る
。
こ
の
茂
吉
の
歌

論
書
『
童
馬
漫
語
」
と
自
歌
自
註
「
作
歌
四
十
年
」
に
対
す
る
邦
雄
の
方
法
は

ま
こ
と
に
き
わ
や
か
に
対
立
し
て
い
る
。

 
茂
吉
が
こ
れ
ら
の
歌
の
背
景
に
「
秋
の
】
日
」
、
「
代
々
木
の
原
」
「
伊
藤
左

千
夫
先
生
墨
黒
」
と
い
う
具
体
的
な
日
時
と
場
所
と
心
境
を
配
し
「
こ
の
一
」
首

は
、
私
の
信
念
の
や
う
に
、
格
言
の
や
う
に
取
扱
は
れ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
さ

う
い
ふ
概
念
的
な
歌
で
は
な
か
っ
た
。
」
と
い
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
邦
雄
は

「
代
々
木
も
、
「
僕
ら
」
も
、
『
ね
ば
な
ら
ぬ
」
も
す
べ
て
純
化
さ
れ
、
昇
華

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

さ
れ
、
凛
凛
ど
う
ち
響
く
か
の
、
完
壁
に
抽
象
化
を
途
げ
た
幻
の
命
の
道
」
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

い
い
、
．
さ
ら
に
は
「
こ
れ
は
徹
頭
徹
尾
観
念
上
の
道
で
あ
り
抽
象
の
≦
餌
鴇
に

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

他
な
ら
ぬ
」
「
こ
う
る
さ
い
事
實
立
脚
の
こ
と
わ
り
の
割
り
こ
む
鯨
地
の
な
い

ま
で
に
、
回
し
み
と
催
れ
と
、
憧
憬
と
内
省
の
蕩
然
と
し
た
感
動
に
、
｝
首
一

首
が
う
ち
顧
へ
、
か
つ
嚢
光
し
て
み
る
」
と
い
う
。

 
邦
雄
は
帆
こ
の
歌
の
、
さ
ら
に
は
こ
の
一
連
コ
本
道
」
め
秀
逸
性
に
つ
い

て
、
茂
吉
の
い
う
よ
う
に
そ
の
事
実
や
具
象
性
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
事

実
や
具
象
性
を
「
幻
の
命
の
道
」
「
抽
象
の
≦
9
《
」
に
ま
で
止
揚
し
た
言
語
表

出
の
美
に
あ
る
こ
と
を
力
説
す
る
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
に
お
い
て
、
こ

の
邦
雄
の
一
著
は
全
篇
に
わ
た
っ
て
茂
吉
の
解
説
の
事
実
や
具
象
性
に
対
し
、

幻
想
と
抽
象
性
を
も
っ
て
雨
避
に
茂
吉
の
短
歌
を
評
価
し
な
お
す
と
い
う
方
法

が
徹
底
的
に
と
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。

 
他
の
箇
所
か
ら
任
意
に
引
用
し
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

ノ
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例
に
よ
っ
て
作
者
自
身
の
注
を
引
け
ば
「
男
運
病
院
に
宿
直
し
て
み
る

と
、
隣
の
岩
崎
の
森
で
二
幅
が
暗
く
、
そ
の
こ
ゑ
が
い
か
に
も
衰
齢
で
、
い

う
も
私
の
歌
ご
こ
ろ
を
そ
そ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
雄
の
歌
を
幾
つ
か

．
作
っ
た
が
こ
れ
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
『
こ
ら
へ
る
し
我
の
ま
な
こ
に
涙
た

ま
る
」
は
、
こ
れ
は
眞
實
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
、
 
「
一
つ
の
息
の
』
も
、
や

う
や
く
に
し
て
出
漁
た
表
現
で
、
そ
の
欝
欝
う
ゆ
て
満
足
を
お
ぼ
え
た
の
で

あ
っ
た
。
芭
蕉
に
 
『
父
母
の
し
き
り
に
こ
ひ
し
い
葦
子
の
こ
ゑ
』
が
あ
る

が
、
あ
れ
よ
り
も
自
分
は
深
く
感
じ
て
こ
の
歌
を
作
っ
た
や
う
で
あ
っ
た
」

と
い
ふ
。
私
は
常
に
茂
吉
の
秀
作
に
前
提
、
動
因
、
由
來
等
一
切
抜
き
に
し

て
接
し
、
申
分
な
く
満
た
さ
れ
、
永
く
わ
が
心
の
編
網
と
す
る
の
だ
が
、
同

時
に
必
要
あ
っ
て
彼
自
身
の
心
境
等
に
目
を
通
す
と
と
例
外
な
く
幻
滅
を
畳

え
、
反
擾
を
感
じ
、
愛
訥
歌
を
汚
さ
れ
た
や
う
な
後
味
の
悪
さ
に
唾
を
吐
き

た
く
な
る
。
 
（
一
四
四
一
一
四
五
頁
）
，

 
作
者
は
こ
の
歌
に
注
し
て
「
茅
原
一
ぽ
い
に
夏
の
強
い
日
光
が
射
し
て
、
，

既
に
物
音
が
絶
え
て
し
ま
っ
た
、
と
お
も
ふ
刹
那
に
淺
茅
の
そ
よ
ぎ
が
幽
か

に
聞
こ
ゆ
る
と
い
ふ
の
で
、
そ
の
こ
ろ
自
分
は
新
議
見
の
如
く
に
よ
ろ
こ
ん

で
こ
の
歌
を
作
っ
た
の
で
あ
る
が
、
出
來
て
見
れ
ば
、
新
登
見
の
感
動
ほ
ど

に
は
行
か
な
か
っ
た
」
と
語
る
。
新
獲
見
で
あ
ら
う
と
な
か
ら
う
と
要
は
表

現
の
問
題
で
あ
り
、
表
現
が
斬
新
な
ら
ば
、
主
題
は
一
世
紀
昔
の
踏
襲
で
も

恥
ぢ
る
必
要
は
あ
る
ま
い
。
 
（
，
一
五
一
頁
）

 
ど
の
や
う
に
言
ひ
飾
ら
う
と
、
こ
れ
が
詩
歌
の
老
化
、
衰
弱
に
通
ず
る
道

で
あ
っ
た
こ
と
は
歴
然
と
し
て
み
る
。
「
『
我
の
咳
ひ
び
き
け
り
』
に
重
黙

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
'

が
あ
り
別
「
け
り
」
と
曲
が
な
い
や
う
に
止
め
た
の
で
あ
っ
た
」
と
作
者
は

後
年
注
し
て
み
る
。
ど
う
し
て
「
曲
が
な
い
」
こ
と
を
、
意
識
し
て
行
は
ね

ば
な
喧
な
い
の
が
。
そ
の
屈
折
し
た
禁
慾
主
義
を
、
．
私
は
陰
瞼
老
檜
と
さ
へ

思
ふ
。
 
（
一
八
九
-
一
九
〇
頁
）

 
必
ず
、
ヒ
「
こ
の
一
本
の
樹
は
郷
里
山
形
縣
南
村
山
郡
金
瓶
村
の
中
央
、
道

祖
神
の
祠
の
奥
に
讐
え
る
杉
の
老
樹
で
あ
り
、
予
は
幼
い
頃
か
ら
こ
れ
を
野

木
と
教
へ
ら
れ
、
畏
れ
る
こ
こ
と
し
き
ウ
で
あ
っ
た
。
．
こ
の
歌
は
大
正
五
年

某
月
某
日
滞
郷
の
折
、
そ
の
樹
の
下
に
立
ち
、
天
上
に
靡
く
戦
線
の
梢
を

實
際
に
見
、
あ
あ
孤
濁
な
樹
よ
、
こ
の
私
の
生
き
身
も
亦
つ
ひ
に
孤
立
無
援

と
観
じ
、
そ
こ
で
一
首
を
按
じ
た
も
の
だ
、
。
空
想
で
撃
ち
上
げ
た
も
の
で

は
な
い
。
理
想
主
義
的
な
幻
の
樹
な
ど
と
同
一
視
さ
れ
て
は
甚
だ
心
外
で
あ

る
」
風
の
解
題
を
得
得
と
行
っ
た
も
の
だ
。
こ
の
度
も
か
う
い
ふ
注
が
附
さ

れ
て
も
｝
向
に
驚
き
は
し
な
い
。
相
攣
ら
ず
の
事
實
偏
重
振
だ
が
、
結
果
的

に
は
こ
の
一
樹
、
あ
は
れ
普
遍
の
悔
み
に
梢
を
靡
か
せ
て
み
る
こ
と
よ
と
、

微
笑
し
た
だ
ら
う
。
 
（
二
 
、
〇
ニ
ー
二
〇
三
頁
）

 
作
者
は
「
人
間
は
人
間
同
志
の
た
め
に
苦
し
む
。
そ
の
切
實
な
現
世
を
、

『
現
身
は
現
身
ゆ
ゑ
に
心
の
痛
か
ら
む
」
と
云
っ
た
の
で
あ
っ
た
」
と
説
く
。

無
理
と
言
ふ
も
の
だ
ら
う
。
 
（
二
〇
六
頁
）

 
茂
吉
の
作
品
を
鑑
賞
す
る
と
き
、
「
私
は
常
に
茂
吉
の
秀
作
に
前
提
、
動
因
、
㌧

由
来
書
一
切
抜
き
に
し
て
接
し
、
申
分
な
く
満
た
さ
れ
」
て
い
る
こ
と
を
語
り
、

「
要
は
表
現
の
問
題
で
あ
」
る
こ
と
を
得
々
と
語
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
だ
が
茂

塚
本
邦
雄
に
お
け
る
く
茂
吉
V
の
位
相
 
1
『
茂
吉
秀
歌
「
あ
ら
た
ま
」
百
首
」
を
中
心
と
し
て
一
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吉
の
「
作
歌
四
十
年
」
を
み
る
と
き
、
「
例
外
な
く
幻
滅
を
事
え
、
反
擾
を
感
じ
、
愛

請
歌
を
汚
さ
れ
た
や
う
な
後
味
の
悪
さ
」
と
「
ど
の
や
う
に
言
ひ
飾
ら
う
と
、
こ

れ
が
詩
歌
の
老
化
、
衰
弱
に
通
ず
る
道
で
あ
っ
た
」
こ
と
を
語
り
、
茂
吉
の
「
国

界
偏
重
振
」
に
こ
と
ご
と
く
み
き
れ
、
茂
吉
の
解
説
の
お
も
い
入
れ
を
も
、
一
言

「
無
理
と
言
ふ
も
の
だ
ら
う
」
と
こ
と
も
な
げ
に
否
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
三
、

 
『
茂
吉
秀
歌
「
あ
ら
た
ま
」
百
首
』
の
選
出
に
お
い
て
も
、
『
茂
吉
秀
歌
「
あ
ら
た
ま
」

百
首
」
．
の
選
出
し
た
〈
幻
想
〉
の
視
点
を
導
入
し
た
点
に
お
い
て
は
あ
ま
り
変

る
も
の
で
は
あ
り
得
な
か
っ
た
。
だ
が
、
氏
の
〈
幻
想
〉
の
視
点
を
十
分
に
く

ぐ
り
ぬ
け
た
作
温
は
大
正
二
年
と
大
正
三
年
の
作
品
に
集
中
的
に
限
ら
れ
て
い

る
。 

γ
ト
ラ
ン
ダ
ム
に
そ
う
し
た
秀
歌
一
〇
首
と
そ
れ
に
付
さ
れ
た
鑑
賞
を
か
か

げ
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

 
 
 
そ
そ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
め
 
 
み
 
 
 
く
ろ
 
い
と
ど
 
 
お

①
ふ
り
麗
ぐ
あ
ま
つ
ひ
か
り
に
目
の
見
え
ぬ
黒
き
蝉
を
追
ひ
つ
め
に
け
り

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
i
 
 
 
 
 
 
 
．
 
 
 
（
黒
き
蝉
）

②
ひ
し
ひ
し
と
ち
か
ら
た
へ
が
た
く
幽
き
た
ち
て
早
き
を
斜
な
を
ね
た
み
け
る
か
も

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
野
中
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ば
た
け
 
 
と
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
こ
ろ

③
ひ
た
ぶ
る
に
ト
マ
ト
畑
を
飛
び
こ
ゆ
る
わ
れ
の
心
の
い
き
ど
ほ
ろ
し
も

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
乾
草
）

④
梯
房
に
昆
ぴ
る
ま
な
れ
毬
職
の
馬
は
じ
け
む
ば
か
軌
臓
れ
け
る
か
も

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
七
面
鳥
）

 
ふ
も
し
よ
じ
ゃ
う
ロ
ま
な
ご
 
 
 
 
 
ひ
と
 
 
 
 
く
ら
 
 
 
み
 
 
 
と
ほ
 
ま
つ

⑤
父
母
所
生
の
眼
ひ
ら
き
て
一
い
ろ
の
暗
き
を
見
た
り
遠
き
松
か
ぜ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
一
心
敬
聴
）

 
 
 
 
そ
ら
 
 
 
 
 
 
 
お
 
 
 
ほ
し
 
 
 
 
カ
な
 
 
 
 
み
ヨ
い
の
ち

⑥
む
か
う
空
に
な
が
れ
て
落
つ
る
星
の
あ
り
悲
し
め
る
身
の
命
の
こ
ぼ
れ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
雑
歌
）

 
で
ん
し
ゃ
 
 
 
，
 
 
 
 
あ
を
や
ま
さ
ん
ち
や
う
め
そ
め
や
 
 
こ
ん
 
ゆ
き
 
 
 
け
を

⑦
電
車
と
ま
る
こ
こ
は
青
山
三
丁
目
染
屋
の
紺
に
雪
ふ
り
消
居
り

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
同
前
）

 
 
 
 
 
 
を
と
め
 
 
な
げ
き
 
 
 
 
 
 
 
 
ひ
と
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・
 
 
 
お
と

⑧
さ
に
づ
ら
ふ
少
女
の
歎
も
も
の
も
の
し
人
さ
び
せ
ざ
る
こ
が
ら
し
の
音

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
同
前
）

 
 
 
よ
る
 
て
う
じ
う
ぎ
ょ
か
い
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ゆ
 
 
 
 
 
ゆ

⑨
こ
の
夜
は
鳥
轍
魚
介
も
し
っ
か
な
れ
未
練
も
ち
て
か
行
き
か
く
行
く
わ

 
れ
も
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
諦
念
）

 
 
 
 
 
 
あ
め
 
て
こ
と
ほ
ふ
な

⑩
．
し
ろ
が
ね
の
雨
わ
た
つ
み
に
殴
り
け
む
り
漕
ぎ
た
み
遠
き
ふ
た
り
舟
び
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
海
魚
守
命
）

，
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
が
ん
ぜ
ん
 
 
い
と
ど
 
 
 
 
 
こ
ほ
ろ
ぎ

①
私
は
思
ふ
。
そ
の
時
、
實
際
、
作
者
の
眼
前
に
、
蝉
も
し
く
は
蠕
蝉
が

 
み
た
か
否
か
は
問
題
で
は
あ
る
ま
い
。
か
つ
て
昼
日
中
、
乾
草
の
蔭
な
ど
か

 
ら
出
て
來
る
の
を
、
作
者
は
寓
生
的
に
目
撃
し
た
記
憶
が
あ
り
、
今
幻
想
的

 
に
そ
れ
を
心
の
中
の
袋
小
路
に
逐
ひ
詰
め
た
の
だ
。
 
（
二
一
頁
）

ノ

②
謎
と
矛
盾
と
不
合
理
の
ひ
し
め
い
て
み
る
と
こ
ろ
が
『
あ
ら
た
ま
」
や

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
を
み
な

 
『
赤
光
」
の
魅
力
の
源
だ
ら
う
。
特
に
正
膿
不
明
の
「
女
」
が
登
場
す
る

 
と
、
な
ほ
さ
ら
謎
は
波
立
ち
、
矛
盾
は
霧
中
に
漂
ひ
、
不
合
理
は
不
條
理
の

 
 
 
ま
と

 
光
を
纏
ふ
。
股
年
の
精
神
病
署
に
も
女
と
は
御
し
が
た
い
魔
で
あ
っ
た
の

 
か
。
 
〈
三
六
頁
）

ノ

③
ま
た
、
性
に
關
し
て
は
か
な
り
セ
ッ
ク
な
態
度
で
寒
し
て
來
た
署
學
者
の

 
彼
が
、
娼
婦
と
寝
た
翌
朝
の
歌
さ
へ
け
ろ
り
と
し
た
表
情
で
公
表
し
て
み
る

 
彼
が
、
懸
愛
沙
汰
に
な
る
と
終
生
、
途
端
に
象
徴
派
乃
至
抽
象
派
歌
人
に
攣

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
た
ふ
く
わ
い

 
類
し
た
や
う
な
手
法
で
、
見
事
な
鱈
晦
を
試
み
、
そ
の
關
係
者
、
關
係
者
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か
ら
受
け
る
心
理
的
影
響
に
ま
で
、
や
は
り
神
秘
化
手
段
を
講
じ
よ
う
と
す

 
る
。
 
（
四
〇
頁
）

！
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
じ
つ
ば
う

④
四
方
で
も
八
方
で
も
な
く
「
十
方
」
で
あ
る
と
こ
ろ
が
ユ
ニ
ー
ク
で
面
白

 
い
。
言
ふ
ま
で
も
な
く
、
東
西
南
北
に
東
北
、
東
南
、
西
南
、
西
北
に
上
下

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
じ
つ
ぼ
う
ぐ
れ

 
を
併
せ
た
方
角
名
で
、
た
と
へ
ば
暦
の
悪
日
の
一
つ
に
「
十
方
暮
」
が
あ

 
る
。
多
分
直
接
に
は
『
梁
塵
秘
抄
」
の
「
十
方
浄
土
に
隔
て
な
し
」
か
ら
來

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
ち
め
ん

 
て
る
る
の
だ
ら
う
。
お
の
つ
か
ら
「
七
面
」
「
は
じ
け
む
」
な
ど
に
響
き
合

 
ふ
音
韻
だ
し
、
初
句
か
ら
意
表
を
突
か
れ
る
の
は
爽
快
だ
。
 
（
五
八
頁
）

ノ⑤
『
赤
光
』
を
「
佛
説
阿
．
彌
陀
経
」
か
ら
探
り
、
虎
鹿
方
方
に
佛
語
を
鍍

 
め
る
茂
吉
が
、
梁
塵
の
法
文
歌
や
神
歌
を
愛
す
る
の
は
極
ぐ
自
然
で
あ
る
。

 
「
雑
」
に
も
神
佛
跳
梁
す
る
こ
と
ゆ
ゑ
、
常
野
宿
塾
彼
の
興
味
を
唆
っ
た
ら

 
う
。
少
く
と
も
他
の
諸
家
と
梁
塵
の
結
び
つ
き
よ
り
も
、
茂
吉
の
場
合
は
因

 
縁
が
深
い
。
も
っ
と
も
こ
の
一
聯
に
は
ま
だ
、
後
に
見
る
や
う
な
顯
著
な
董
…

 
染
は
見
ら
れ
な
い
。
何
と
な
く
閑
寂
な
境
地
が
う
か
が
へ
る
程
度
だ
。
そ
し

 
て
、
た
と
へ
ば
掲
出
の
「
父
母
生
み
た
ま
ふ
と
ご
ろ
の
」
と
い
ふ
意
味
の
初

 
句
に
始
ま
る
一
首
の
文
膿
な
ど
、
こ
れ
が
茂
吉
か
と
、
歎
息
を
つ
き
た
く
な

 
る
ほ
ど
象
徴
派
の
に
ほ
ひ
が
す
る
。
し
か
も
致
を
奏
し
格
別
の
味
は
ひ
が
あ

 
る
。
四
句
切
の
器
量
止
な
ど
、
た
と
へ
ば
新
古
今
調
に
な
る
と
こ
ろ
を
、
鮮

 
 
 
 
 
 
か
わ
 
 
 
 
 
 
 
わ
ざ

 
や
か
に
身
を
躾
し
た
抜
群
の
抜
、
な
ま
じ
っ
か
な
自
認
サ
ン
ボ
リ
ス
ト
の
及

 
ぶ
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
 
（
六
〇
頁
）
 
 
 
 
 
 
・
・

ノ

⑥
『
あ
ら
た
ま
」
で
は
最
初
に
現
れ
る
星
で
あ
る
。
茂
吉
は
景
を
歌
ふ
と
手

 
離
し
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
耽
溺
を
た
め
ら
ひ
も
な
く
見
せ
る
。
時
と
し
て

 
示
す
封
「
明
星
」
批
件
や
、
例
の
奇
妙
な
桜
鱒
の
否
定
の
二
」
ユ
ア
ン
ス
を
伴

 
ふ
「
理
想
主
義
的
」
詠
風
、
と
や
ら
と
の
折
合
は
ど
こ
で
つ
け
る
の
か
、
私

 
の
理
解
の
及
ぶ
と
こ
ろ
で
は
な
い
が
、
か
う
い
ふ
護
照
文
膿
で
も
、
決
し
て

 
晶
子
調
の
甘
っ
た
る
さ
も
、
白
秋
の
後
塵
を
拝
し
た
や
う
な
、
い
か
に
も
感

 
畳
の
姫
え
を
見
よ
風
の
街
ひ
も
見
せ
ず
、
細
く
渇
く
張
り
つ
め
た
悲
し
み
に

 
よ
っ
て
、
噛
犯
す
べ
か
ら
ざ
る
調
べ
を
獲
得
し
て
み
る
黙
、
さ
す
が
と
言
は
ざ

 
る
を
得
な
い
。
 
（
六
六
頁
）

ノ⑦
茂
吉
は
こ
の
電
車
停
留
場
が
自
宅
に
一
番
近
か
っ
た
塗
樽
を
告
げ
、
こ
の

 
あ
を
や
ま
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
そ
め
や
 
こ
ん

 
．
「
青
山
」
の
青
と
至
妙
な
共
鳴
を
聞
か
せ
る
「
染
屋
の
紺
」
も
當
時
實
在
し

 
た
こ
と
を
、
や
っ
き
に
な
っ
て
忍
言
す
る
だ
ら
う
。
私
は
想
像
す
る
。
青
山

 
三
丁
目
界
隈
に
は
葉
茶
屋
の
褐
色
の
暖
簾
も
あ
っ
た
ら
う
。
八
百
屋
に
は
朱

の
人
蓼
も
浮
ん
で
み
た
ら
う
・
さ
ま
ざ
ま
の
眺
め
の
中
か
ら
・
「
猷
に
注

 
目
し
、
結
果
的
に
は
「
青
」
に
出
藍
の
得
の
鮮
や
か
な
幻
想
を
内
包
さ
せ
た

 
手
際
を
、
そ
れ
が
偶
然
な
ら
、
な
ほ
さ
ら
抜
群
の
言
語
感
興
の
賜
物
だ
と
考

 
へ
た
い
。
・
（
七
二
頁
）

！
 
 
 
ほ
ほ
づ
き
 
こ
も
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
を
と
め

⑧
「
酸
漿
の
籠
ら
ふ
ほ
ど
の
悲
し
み
」
を
見
た
「
さ
に
づ
ら
ふ
少
女
」
も
、

 
樹
木
に
梅
の
實
を
食
み
「
ひ
と
に
さ
に
づ
ら
ふ
」
と
歎
い
た
「
幼
妻
」
も
、

 
ふ
た
た
び
こ
こ
に
登
場
し
た
少
女
と
多
分
同
一
人
だ
ら
う
p
言
言
は
作
者
の

 
胸
中
で
理
想
化
さ
れ
、
抽
象
化
を
途
げ
た
、
今
一
人
の
半
妖
精
と
言
っ
た
方

 
が
正
し
か
ら
う
。
だ
が
、
こ
れ
ら
に
憎
し
て
は
一
言
半
句
の
注
も
見
當
ら
な

 
い
。
そ
し
て
と
こ
に
、
こ
れ
が
茂
吉
の
手
法
か
と
、
目
を
瞠
る
や
う
な
、
濃

 
厚
な
象
微
技
法
の
中
に
、
こ
の
幻
の
少
女
を
幽
閉
し
た
。
『
あ
ら
た
ま
」
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ふ
 
も
し
よ
じ
ゃ
う

 
前
半
四
分
の
一
で
は
、
さ
し
づ
め
コ
心
理
禮
」
の
中
の
「
父
母
所
生
」

 
と
並
ぶ
問
題
作
だ
ら
う
。
 
（
七
八
頁
）

！
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
う
く
わ
う
ゆ
ぎ
や
う

⑨
茂
吉
が
抽
象
世
界
を
彷
後
遊
行
す
る
様
は
、
破
格
奔
放
、
例
の
「
篤

 
生
」
に
專
識
し
て
み
る
時
よ
り
も
遙
に
魅
力
が
あ
る
。
そ
れ
に
、
こ
の
放
謄

塚
本
邦
雄
に
お
け
る
く
茂
吉
V
の
位
相
 
1
『
茂
吉
秀
歌
「
あ
ら
た
ま
」
百
首
」
を
中
心
と
し
て
一
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と
も
言
ふ
べ
き
言
語
感
畳
、
夢
み
つ
つ
も
が
っ
し
り
と
構
へ
た
骨
組
み
は
、

 
自
軍
象
徴
派
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
ス
ト
の
及
ぶ
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
こ
の
一
聯
に

 
諦
め
の
意
を
タ
イ
ト
ル
し
た
眞
意
は
う
か
が
ふ
べ
く
も
な
い
が
、
手
法
真
鯉

 
は
な
か
な
か
冒
険
的
で
、
こ
れ
に
先
立
つ
「
雑
歌
」
の
、
ま
さ
に
雑
然
と
し

 
て
泡
立
つ
や
う
な
興
味
津
津
の
一
聯
と
並
ん
で
、
 
『
あ
ら
た
ま
」
大
正
三
年

 
 
 
み
ど
こ
ろ

 
前
半
の
見
虞
と
言
へ
よ
う
。
 
（
八
四
頁
）

ノ

⑩
い
は
ゆ
る
茂
吉
調
か
ら
は
遠
い
。
そ
の
く
せ
實
に
特
徴
の
あ
る
調
べ
で

 
「
三
三
守
旧
」
後
半
の
異
色
と
言
へ
よ
う
。
こ
の
や
う
な
稚
拙
と
さ
へ
言
は

 
れ
か
ね
ま
い
吃
音
調
の
、
初
初
し
さ
は
、
・
一
票
ど
こ
か
ら
生
れ
た
の
だ
ら
．

 
う
。
茂
吉
は
初
出
で
は
下
句
を
「
漕
ぎ
た
み
と
ほ
き
ふ
た
り
の
ほ
と
け
」
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ら
い
が
う

 
し
て
み
た
と
ふ
。
補
陀
落
渡
海
ど
こ
ろ
か
、
海
の
彼
岸
か
ら
來
迎
あ
っ
て
、

 
う
つ
し
身
を
借
，
り
た
佛
弟
子
が
姿
を
現
し
て
み
た
の
だ
。
初
め
か
ら
、
現
量

 
の
眺
め
で
は
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
リ
ア
リ
ス
ト
・
茂
吉
の
面
影
が
薄

 
れ
、
從
っ
て
異
例
の
面
白
さ
と
味
は
ひ
が
生
れ
た
の
だ
。
 
（
一
〇
九
頁
）

 
 
 
 
く
ろ
 
い
と
ど
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
が
ん
ぜ
ん
 
 
い
と
ど

 
①
の
「
黒
き
蝉
」
の
歌
に
つ
い
て
ば
「
實
際
、
作
者
の
眼
前
に
、
蝉
も

 
 
 
こ
ほ
ろ
ぎ

、
し
く
は
前
夜
が
み
た
か
否
か
な
問
題
」
で
は
な
く
「
今
幻
想
的
に
そ
れ
を
心
の

中
の
袋
小
路
に
逐
ひ
詰
」
め
、
そ
れ
を
修
辞
美
学
で
表
出
さ
せ
た
と
こ
ろ
に
こ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
め
 
 
 
み

の
歌
の
秀
歌
性
の
秘
密
が
あ
る
こ
と
を
説
き
、
そ
の
後
の
部
分
で
「
『
目
の
見

 
 
 
い
と
ど

え
ぬ
」
蝉
な
ど
、
『
窟
實
」
派
歌
人
に
は
破
格
の
主
観
的
な
把
握
」
で
あ
っ
た

こ
と
を
論
じ
て
い
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
を
み
な

 
・
②
と
③
と
⑧
の
歌
に
つ
い
て
は
、
「
特
に
正
膿
不
明
の
『
女
』
」
や
「
少

女
」
が
登
場
す
る
と
茂
吉
の
歌
は
矛
盾
と
不
合
理
、
は
て
は
象
徴
派
乃
至
抽
象

派
歌
人
に
変
身
し
、
幻
想
的
な
歌
に
な
る
こ
と
を
看
破
し
て
い
る
。

 
．
④
と
⑤
と
⑩
の
歌
は
、
直
接
に
は
『
梁
塵
秘
抄
」
の
法
文
歌
や
神
歌
か
ら
の

影
響
を
受
け
、
具
象
派
ど
こ
ろ
で
は
な
く
象
徴
派
の
に
お
い
が
し
、
茂
吉
が
自

称
サ
ン
ボ
リ
ス
ト
す
ら
お
よ
げ
ぬ
抜
群
の
技
法
を
駆
使
し
て
い
る
こ
と
を
評
価

し
て
い
る
。
 
 
 
，

 
⑥
の
歌
に
つ
い
て
は
「
茂
吉
は
星
を
歌
ふ
と
手
離
し
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム

耽
溺
を
た
め
ら
ひ
も
な
く
見
せ
る
」
と
し
、
 
「
明
星
」
派
歌
人
顔
ま
け
の
、
も

っ
と
ひ
き
し
ま
っ
た
感
覚
の
近
え
た
「
理
想
主
義
的
」
な
早
筆
を
て
ん
か
い
レ

て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

 
⑦
の
歌
は
、
茂
吉
が
無
意
識
の
う
ち
に
、
固
有
名
詞
で
あ
る
自
宅
付
近
の

融
匹
の
「
直
と
「
畿
の
織
」
の
羅
」
を
対
照
喜
「
結
果
的
に
は

『
青
」
に
出
藍
の
誉
の
鮮
や
か
な
幻
想
を
内
包
さ
せ
」
た
抜
群
の
手
際
と
言
語

．
感
覚
の
冴
え
を
み
て
い
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
う
く
わ
う
ゆ
ぎ
や
う

 
⑨
の
歌
に
つ
い
て
は
「
茂
吉
が
抽
象
世
界
を
呼
応
遊
行
す
る
様
は
、
破

格
奔
放
、
例
の
『
七
生
」
に
專
毒
し
て
み
る
時
よ
り
も
遙
に
魅
力
が
あ
る
」
と

し
、
こ
れ
ま
た
自
称
象
徴
派
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
ス
ト
の
及
ば
な
い
冒
険
的
な
手
法

文
体
を
獲
得
し
て
い
る
こ
と
を
評
価
し
て
い
る
。

 
こ
こ
で
の
邦
雄
の
評
価
軸
の
特
徴
は
、
茂
吉
の
秀
歌
が
、
具
体
に
即
し
た
写

生
か
ら
く
る
の
で
は
な
く
、
一
首
の
作
品
が
茂
吉
自
身
の
意
識
、
無
意
識
を
通

り
こ
し
、
冒
険
的
な
手
法
文
体
を
獲
得
し
た
幻
想
性
に
あ
る
こ
と
を
徹
底
し
て

論
じ
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
四

 
後
年
に
も
脹
脹
と
こ
の
調
べ
は
傳
へ
ぢ
れ
る
。
典
型
的
な
茂
吉
調
で
あ

り
、
「
ア
ラ
ラ
ギ
」
自
然
詠
の
代
表
的
な
格
調
で
あ
ら
う
。
．
古
調
侵
し
が
た
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く
、
眼
光
遠
景
に
及
び
、
い
や
し
く
も
お
の
が
感
情
を
あ
ら
は
に
せ
ず
、
凛

然
と
し
て
禁
慾
的
、
文
句
の
つ
け
や
う
が
な
い
。
だ
が
そ
れ
が
詩
歌
の
魅
力

・
と
は
必
ず
も
も
な
ら
な
い
。
殊
に
こ
の
期
の
茂
吉
の
、
八
方
破
れ
の
ま
ま
見

事
に
構
へ
た
、
自
在
破
格
の
、
他
の
模
倣
を
拒
む
秀
作
を
見
て
み
る
と
、
か

う
い
ふ
優
等
生
紛
ひ
の
歌
に
は
隠
り
ぬ
。
こ
の
手
法
、
ま
こ
と
に
亜
流
を
生

み
易
か
ら
う
。
 
（
｝
六
八
頁
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
へ
 
 
 
 
 
け
や
き

 
邦
雄
は
こ
の
鑑
賞
に
あ
る
大
正
四
年
の
．
「
家
む
か
う
の
樫
の
う
へ
に
ほ
び

 
 
 
く
も
 
ひ
か
 
 
 
あ
め

こ
り
し
雲
は
光
り
て
雨
ふ
ら
む
と
す
」
 
（
「
雨
後
」
）
を
秀
歌
と
し
て
「
後
年

に
も
脈
脈
と
こ
の
調
べ
は
傳
へ
ら
れ
る
。
典
型
的
な
茂
吉
調
」
と
し
て
あ
げ
な

が
ら
も
、
「
だ
が
そ
れ
が
詩
歌
の
魅
力
と
は
必
ず
し
も
な
ら
な
．
い
」
と
い
い
、

そ
れ
よ
り
か
「
八
方
破
れ
の
ま
ま
見
事
に
構
へ
た
、
自
在
破
格
の
、
他
の
模
倣

を
拒
む
秀
作
」
を
か
っ
て
い
る
。
茂
吉
自
身
．
大
正
六
年
に
「
あ
ら
た
ま
』

を
編
輯
す
る
と
き
す
で
に
改
作
し
た
も
の
や
、
そ
の
折
改
作
し
た
も
の
と
し
て

「
今
こ
れ
ら
の
歌
を
見
る
と
、
大
正
三
年
大
正
四
年
の
作
が
多
い
。
大
正
二
年

か
ら
掛
け
て
大
正
三
年
四
年
は
、
僕
の
歌
が
一
転
化
を
来
さ
う
と
し
て
、
い
ろ

い
ろ
の
事
を
や
っ
て
居
る
。
内
容
も
外
形
も
共
に
さ
う
で
あ
る
が
、
今
目
立
つ

の
は
重
に
外
形
の
や
う
で
あ
る
。
」
 
（
「
あ
ら
た
ま
編
輯
手
記
」
）
と
い
っ
て

い
る
。
す
な
わ
ち
当
の
茂
吉
に
と
っ
て
は
、
大
正
三
年
四
年
に
「
い
ろ
い
ろ
の

事
を
や
っ
て
居
る
」
作
品
が
「
厭
で
厭
で
な
ら
な
く
な
つ
」
て
改
作
し
た
わ
け

で
あ
る
。
邦
雄
の
選
ぶ
秀
歌
は
先
に
も
み
た
よ
う
に
こ
の
「
い
ろ
い
ろ
の
事
を

や
っ
て
居
る
」
大
正
二
年
、
・
三
年
そ
し
て
こ
の
四
年
あ
た
り
ま
で
に
集
中
し
、

大
正
五
年
以
降
の
自
然
へ
と
傾
斜
し
て
い
っ
た
典
型
的
な
茂
吉
調
の
歌
に
対
し

て
は
か
ら
い
ゆ

 
『
赤
光
」
の
時
代
は
「
あ
り
の
ま
ま
」
「
現
實
に
見
た
通
り
の
事
」
な
ど

と
素
僕
な
但
し
書
と
効
能
書
と
教
義
を
、
絶
え
ず
見
せ
び
ら
か
し
、
盾
と
し

て
援
用
し
な
が
ら
、
作
品
そ
の
も
の
は
現
實
の
彼
方
に
あ
る
盛
る
べ
き
眞
實

を
視
、
幻
想
は
ぬ
け
ぬ
け
と
四
次
元
に
雄
飛
し
、
自
称
象
徴
派
も
蒼
白
と
な

る
ほ
ど
の
斬
新
奇
抜
な
レ
ト
リ
ッ
ク
に
賭
け
る
こ
と
も
多
多
あ
っ
た
。
だ

が
、
大
正
五
年
以
後
、
さ
う
い
ふ
傾
向
は
、
過
ち
の
や
う
に
し
か
現
れ
な

い
。
深
化
、
純
化
と
み
つ
か
ら
は
考
へ
、
他
者
に
も
説
き
つ
つ
、
「
そ
れ
は
一

種
の
自
己
去
勢
に
似
て
み
た
。
灰
聞
す
る
と
こ
ろ
で
は
作
品
の
か
う
い
ふ
非

冒
険
、
反
飛
躍
傾
向
と
は
逆
に
、
否
そ
れ
に
呼
署
す
る
か
に
、
作
者
の
家
庭

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
わ
き

内
で
の
憂
悶
は
こ
の
年
に
入
っ
て
か
ら
頓
に
輕
減
、
三
月
長
男
誕
生
、
和
氣

あ
い
あ
い

露
霰
の
方
向
に
進
ん
で
み
た
や
う
だ
。
 
（
一
九
〇
頁
）

 
こ
の
文
章
を
読
ん
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、
邦
雄
は
茂
吉
の
中
で
「
斬
新
奇
抜

な
レ
ト
リ
ッ
ク
に
賭
け
」
た
歌
と
宙
然
へ
と
傾
斜
も
て
い
っ
た
歌
の
結
節
点
を

大
正
五
年
に
設
定
し
て
い
る
こ
と
が
解
る
。
冒
頭
に
付
さ
れ
た
「
「
あ
ら
た
ま
」

解
題
」
の
申
で
「
具
体
例
を
示
せ
ば
次
の
よ
う
な
作
風
全
史
を
見
る
こ
と
が
出

来
る
」
と
し
て
あ
げ
た
大
正
五
年
の
作
品
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

大
正
五
年

 
 
 
 
 
 
か
な
 
 

ひ
と
き
 
 
き
び
 
お
も

 
う
つ
し
み
鳳
悲
し
き
も
の
か
一
つ
樹
を
ひ
た
に
寂
し
く
思
ひ
け
る
か
も

 
 
 
 
 
さ
び
 
 
ひ
と
 
講
さ
ノ
・
さ
 
 
 
 
 
 
こ
み
ち
 
 
 
 
 
 
す

 
あ
な
あ
は
れ
寂
し
き
人
ゐ
淺
草
の
く
ら
き
小
路
に
マ
ッ
チ
擦
り
た
り

 
 
 
 
 
 
た
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
の
ち
 
 
 
 
 
コ
 
あ
を

 
さ
び
し
さ
に
堪
ふ
る
と
い
は
ば
た
は
や
す
し
重
み
じ
か
し
青
が
へ
る
の
こ

 
 
 
よ
 
 
 
 
ち
か
す
み
だ
う
 
 
 
 
 
 
 
 
ゆ

 
ゑ
さ
夜
な
が
に
地
下
水
道
の
音
さ
け
ば
行
き
と
ど
ま
ら
ぬ
さ
び
し
さ
の
お
と

塚
本
邦
雄
に
お
け
る
く
茂
吉
V
の
位
相
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茂
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秀
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あ
ら
た
ま
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百
首
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中
心
と
し
て
一
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「
う
つ
し
み
は
悲
し
き
も
の
か
」
と
言
い
「
あ
な
あ
は
れ
」
と
言
い
「
さ
び

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ひ
ど
 
 
き

し
さ
に
堪
ふ
る
」
と
言
い
「
さ
び
し
さ
の
お
と
」
と
言
う
。
対
象
は
コ
つ
樹
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
を
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ち
か
す
み
だ
う

で
あ
り
「
寂
し
き
人
」
「
青
が
へ
る
の
こ
ゑ
」
「
地
下
水
道
の
音
」
で
あ
る
。

こ
れ
ら
四
首
は
大
正
五
年
で
採
用
し
た
二
〇
首
中
に
含
ま
れ
、
「
こ
の
一
時
期

 
 
 
 
さ
び

茂
吉
は
『
寂
し
』
，
を
連
卜
す
る
。
そ
れ
は
彼
自
身
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
」

（
二
〇
一
頁
）
と
言
わ
し
．
め
た
作
品
で
あ
る
。
こ
の
大
正
五
年
の
作
品
と
し
て
、

先
ず
最
初
に
採
用
し
た
作
品
は
「
夜
の
雪
」
八
首
中
の
冒
頭
の
一
首
で
あ
る

 
ま
ち
 
 
 
は
ら
 
 
 
 
 
 
よ
る
 
ゆ
き
 
 
 
 
 
 
 
せ
き

「
街
か
げ
の
原
に
こ
ほ
れ
る
夜
の
雪
ふ
み
ゆ
く
我
の
咳
ひ
び
き
け
り
」
で
あ
っ

た
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
け
ら

 
ひ
ど
く
淡
泊
で
野
心
や
街
氣
の
歓
片
も
見
え
ず
、
十
首
十
五
首
の
一
聯
と

 
 
 
 
 
あ
く
び

も
な
れ
ば
、
欠
伸
を
催
す
や
う
な
歌
が
こ
の
前
後
か
ら
目
立
ち
始
め
る
。
た
・

と
へ
ば
こ
の
一
首
、
何
の
曲
も
な
く
、
獲
見
も
な
く
、
こ
れ
が
有
ち
う
と
な

か
ら
う
と
、
『
あ
ら
た
ま
」
の
贋
値
に
は
別
に
攣
り
は
な
い
や
う
だ
。
反
面
、

端
正
で
引
緊
つ
た
調
べ
、
ふ
と
襟
を
正
し
た
く
な
る
く
ら
み
の
眞
塾
な
凝
視

 
フ
ロ
ン
テ
イ

と
作
詩
法
は
、
文
句
の
つ
け
や
う
も
な
い
。
そ
し
て
、
作
者
本
人
も
、
こ
の

境
地
こ
そ
わ
が
眞
骨
頂
、
日
常
現
實
に
即
し
た
歌
こ
そ
こ
の
道
の
垣
壁
と
、

一
途
に
信
じ
、
そ
の
確
信
は
ほ
と
ん
ど
信
仰
に
近
い
も
の
に
な
り
つ
，
つ
あ
っ

た
様
子
で
あ
る
。
「
夜
の
雪
」
か
ら
は
大
正
五
年
に
な
る
。
二
年
前
、
『
梁

塵
秘
抄
」
に
心
齢
し
、
芭
蕉
に
魅
さ
れ
、
陰
に
陽
に
そ
の
影
響
を
受
け
た
こ

と
を
、
作
者
自
身
が
「
無
駄
な
道
草
」
亡
し
て
自
己
批
判
を
試
み
て
み
る
。

 
一
度
は
「
象
徴
」
に
通
じ
か
け
た
「
篤
生
」
も
、
ま
た
特
殊
な
繋
を
俘
っ

て
痩
せ
細
り
、
狭
義
化
し
、
教
義
化
さ
れ
、
一
切
の
冒
瞼
庵
大
野
な
試
行
も

は
た
と
息
を
殺
す
。
さ
す
が
天
才
、
茂
吉
一
人
は
、
こ
の
後
も
時
に
破
格
の
・

修
僻
を
示
し
て
人
を
驚
か
す
が
、
他
の
「
ア
ラ
ラ
ギ
」
人
の
多
く
は
、
一
途

に
健
氣
に
澄
み
ま
さ
り
、
．
項
末
な
事
物
、
現
象
を
金
壺
眼
で
注
視
、
凝
祠
、

大
過
な
く
誠
實
無
比
の
歌
作
り
に
恪
勤
す
る
や
う
に
な
る
。
 
（
一
八
九
頁
）

 
邦
雄
は
こ
の
一
首
に
関
し
、
「
一
度
は
「
象
微
』
に
通
じ
か
け
た
「
窟
生
」

も
、
ま
た
特
殊
な
窮
を
伶
っ
て
痩
せ
細
り
、
狭
義
化
し
、
教
義
化
さ
れ
、
一
切

の
冒
険
も
大
里
な
試
行
も
は
た
と
息
を
殺
す
」
と
言
う
。
こ
う
し
た
歌
の
方
向

が
「
些
末
な
事
物
、
現
象
を
金
壺
眼
で
注
視
、
凝
視
、
大
過
な
く
誠
實
無
比
の

歌
作
り
に
恪
勤
」
し
て
ゆ
く
こ
と
を
こ
の
あ
た
り
か
ら
邦
雄
は
縷
々
と
し
て
述

べ
る
。
そ
う
し
た
地
平
に
「
あ
ら
た
ま
」
の
大
正
六
年
と
い
う
年
が
あ
り
、
そ

の
袋
的
な
歌
ど
し
て
「
晩
夏
」
申
の
「
蛾
」
の
音
「
乱
舞
．
則
り
と
ど
か

 
よ
ひ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
そ
ら
 
 
 
が
 
 
 
 
 
 
 
き

ぬ
脊
や
み
の
ひ
く
き
空
よ
り
蛾
は
と
び
て
来
つ
」
が
あ
る
。

 
初
期
の
創
作
意
識
、
汎
文
學
製
法
學
の
導
入
、
破
格
奔
放
な
文
膿
の
試
み
、

さ
う
い
ふ
若
若
し
い
冒
険
は
す
っ
か
り
影
を
ひ
そ
め
た
。
お
の
れ
が
凝
視
し

た
、
眼
前
の
世
界
を
、
ぴ
し
り
と
捉
へ
て
、
い
や
し
く
も
奇
に
傾
く
や
う
な

表
現
は
一
切
避
け
、
感
情
の
流
露
も
極
力
止
め
、
県
民
で
も
狭
義
で
も
「
篤

生
」
と
呼
ん
け
ち
の
っ
け
や
う
の
な
い
一
首
を
示
す
。
作
る
の
で
も
歌
ふ
の

で
も
な
い
。
熟
慮
推
敲
を
経
つ
つ
塗
り
成
る
の
だ
。
 
（
二
八
五
頁
）

 
「
広
義
で
も
狭
義
で
も
「
篤
生
」
と
呼
ん
で
け
ち
の
っ
け
や
う
の
な
い
一
首

を
示
す
」
と
言
う
。
こ
う
い
う
時
、
か
つ
て
「
茂
吉
の
歌
の
中
、
特
に
『
あ
ら

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
だ
い
こ
ん
 
 
は

た
ま
」
で
は
「
時
雨
」
の
「
大
根
の
葉
」
と
、
一
脈
相
通
ず
る
、
ス
ト
イ
ッ
ク
で

 
 
 
 
 
 
た
だ

敬
腱
な
ま
で
に
鋒
端
し
い
優
等
生
的
作
品
染
革
ふ
だ
け
で
、
決
定
的
な
魅
力
に
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・
ば
歓
け
る
。
そ
こ
が
「
寓
生
』
な
る
も
の
の
歓
落
部
分
で
も
あ
ら
う
。
篤
生
の

行
き
つ
く
と
こ
ろ
は
象
徴
な
ど
で
は
な
く
て
、
宗
教
的
な
「
悟
』
に
近
い
精
神

の
空
臼
状
態
で
は
な
か
ら
う
か
。
」
 
（
一
五
一
頁
）
と
い
っ
た
部
分
に
通
計
す

る
。
さ
ら
に
つ
づ
け
て
邦
雄
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

 
い
み
じ
く
も
彼
自
身
認
め
て
み
る
や
う
に
、
 
「
蛾
」
は
大
正
六
年
の
白
眉

の
一
つ
で
あ
ら
う
。
こ
れ
を
し
も
記
念
せ
ね
ば
、
他
に
探
り
や
う
が
な
い
ほ

ど
作
品
は
低
迷
を
績
け
た
と
い
ふ
こ
と
に
も
な
る
。
そ
し
て
自
己
評
贋
の
う

ち
、
「
意
圖
・
傾
向
も
鯨
り
目
だ
た
ず
」
は
至
當
の
辮
だ
。
こ
れ
ま
た
逆
に

言
へ
ば
、
そ
れ
が
こ
の
歌
の
限
界
で
あ
り
弱
点
に
他
な
ら
ぬ
。
「
蛾
が
や
っ

て
來
る
」
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
は
な
い
か
。
い
か
に
短
歌
的
に
堅
實
無
比
の

レ
ト
リ
ッ
ク
を
誇
ら
う
と
、
こ
の
歌
の
世
界
は
三
十
一
音
の
切
目
が
イ
メ
ー

ジ
の
切
目
で
あ
り
、
そ
れ
以
上
に
は
決
し
て
登
展
す
る
こ
と
は
な
い
。
た
と

 
 
 
し
ろ
 
は
か

え
ば
「
旧
き
墓
」
の
一
首
な
ど
歌
が
終
っ
た
瞬
間
か
ら
、
不
思
議
な
幻
想
が

讃
者
の
心
の
中
で
育
ち
始
め
る
。
ほ
し
い
ま
ま
に
嚢
展
さ
せ
得
る
。
別
の
日

こ
の
行
為
を
試
み
る
な
ら
、
ま
た
新
し
い
思
考
方
法
が
生
れ
る
。
作
品
と

は
、
詩
歌
と
は
、
さ
う
い
ふ
生
命
力
を
内
包
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
 
（
二

八
六
頁
）
．

一
つ
の
帰
結
で
あ
り
、
以
降
の
歌
の
出
発
点
に
立
つ
歌
で
あ
る
と
い
う
認
識
が

こ
こ
に
は
あ
る
。
邦
雄
は
・
「
『
蛾
』
は
大
正
六
年
の
白
眉
の
一
つ
で
あ
ら
う
」

と
評
価
し
な
が
ら
「
『
蛾
が
や
っ
て
来
る
」
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
は
な
い
か
」

と
そ
の
「
写
生
」
の
「
た
だ
ご
と
」
歌
的
側
面
を
看
破
す
る
。
こ
の
と
き
、
邦

雄
の
〈
幻
想
〉
の
視
軸
は
茂
吉
の
以
降
の
「
写
生
」
の
方
向
を
み
ご
と
に
射
ぬ

い
て
い
た
と
い
う
乙
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

'
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こ
こ
に
き
て
、
茂
吉
の
歌
と
邦
雄
の
鑑
賞
が
み
ご
と
に
拮
抗
し
て
い
る
こ
と
・

が
わ
か
る
。
茂
吉
は
「
作
歌
四
十
年
」
で
「
こ
れ
は
部
屋
に
坐
っ
て
み
て
、
庭

の
方
を
見
て
み
て
作
っ
た
。
こ
の
歌
に
は
、
新
鮮
な
感
覚
が
あ
り
、
意
圖
・
傾

向
も
回
り
目
だ
た
ず
、
調
子
も
張
っ
て
み
て
、
大
正
六
年
作
で
は
記
念
す
べ
ぎ

一
首
」
で
あ
る
と
言
う
。
茂
吉
の
確
立
せ
ん
と
す
る
「
写
生
」
の
こ
れ
ま
で
の

'

塚
本
邦
雄
に
お
け
る
く
茂
吉
V
の
位
相
 
一
「
茂
吉
秀
歌
「
あ
ら
た
ま
」
百
首
」
を
中
心
と
し
て
ー
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