
申
原
申
也
-
そ
の
主
題
と
方
法
■
・
序
説

1
短
歌
か
ら
ダ
ダ
イ
ズ
ム
へ
一

佐

藤

泰

正

 
中
原
中
也
に
お
け
る
そ
の
主
題
と
方
法
と
題
し
た
が
、
こ
と
は
そ
の
詩
の
根

源
よ
り
発
し
て
多
岐
に
わ
た
る
。
中
原
に
お
け
る
自
然
、
'
神
、
カ
ト
リ
シ
ズ

ム
、
故
郷
、
家
、
女
人
、
ま
た
そ
の
詩
に
し
ば
し
ば
唱
わ
れ
る
く
空
V
や
く
子

供
V
の
孕
む
独
自
の
イ
メ
ー
ジ
、
さ
ち
に
は
く
自
然
詩
人
V
な
ら
ぬ
く
人
間
詩

人
V
を
自
称
し
つ
つ
語
る
独
自
の
詩
観
な
ど
ふ
れ
る
べ
き
こ
と
は
多
い
。
し
か

し
こ
こ
で
は
ひ
と
先
ず
初
期
の
短
歌
か
ら
ダ
ダ
イ
ズ
ム
、
さ
ら
に
は
く
道
化
V

、
の
発
想
に
至
る
転
移
．
の
相
を
め
ぐ
っ
て
序
説
的
考
察
と
し
た
い
。

胴

 
近
代
の
詩
人
た
ち
の
多
く
が
そ
う
で
あ
っ
た
ご
と
く
、
中
原
の
文
学
的
表
現

も
先
ず
短
歌
に
始
ま
っ
た
。
そ
の
作
歌
は
小
学
六
年
の
後
期
か
ら
京
都
の
立
命

館
中
学
に
転
校
す
る
頃
（
大
1
2
・
4
）
ま
で
続
き
、
そ
の
数
は
百
余
首
を
数
え
、

 
 
 
す
ぐ
ろ
の

歌
集
『
宋
黒
野
」
に
「
温
泉
集
」
と
し
て
二
十
八
首
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
地

方
紙
「
防
長
新
聞
」
歌
壇
へ
の
投
稿
に
始
ま
り
、
，
「
子
供
の
純
な
感
情
が
大
人

の
如
く
巧
に
表
現
さ
れ
て
み
る
」
と
い
う
よ
う
な
評
価
を
得
つ
つ
、
や
が
て
独

自
の
才
能
を
見
せ
は
じ
め
る
。
そ
の
歌
に
は
先
ず
明
ら
か
に
啄
木
や
牧
水
な
ど

の
影
響
が
み
ら
れ
、
〈
怒
り
た
る
あ
と
の
怒
よ
仁
丹
の
二
三
十
個
を
カ
ゾ
／
＼

と
噛
む
V
〈
大
山
の
腰
を
飛
び
ゆ
く
二
羽
の
墨
字
空
白
う
し
て
我
淋
し
か
り
V

な
ど
、
前
者
に
啄
木
、
さ
ら
に
は
「
啄
木
調
と
い
う
よ
り
人
間
関
係
に
正
対
し

た
時
の
感
情
の
高
揚
」
を
、
ま
た
後
者
に
牧
水
、
さ
ら
に
は
「
牧
水
調
と
い
う

よ
り
人
間
関
係
を
対
象
と
し
た
時
の
喪
失
感
」
を
読
み
と
り
、
こ
の
「
高
揚
と

喪
失
感
を
両
端
と
す
る
輻
」
の
は
ざ
ま
に
、
そ
の
若
年
詩
の
歌
の
微
妙
な
展
開

を
見
る
と
い
う
評
者
（
吉
田
熈
生
）
の
論
は
頷
く
べ
く
、
後
年
の
中
原
の
詩
調

．
の
振
幅
を
も
示
唆
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
影
響
関
係
は
少
年
時
の
作

歌
に
し
ば
し
ば
見
る
常
套
と
も
い
う
べ
き
と
こ
ろ
だ
が
、
同
時
に
そ
こ
に
は
す

で
に
こ
の
詩
人
独
自
の
発
想
が
み
ら
れ
る
。

 
た
穿
ジ
ッ
と
聞
い
て
あ
り
し
が
た
ま
ら
ざ
り
姿
勢
正
し
て
我
い
ひ
は
じ
む

 
大
河
に
投
げ
ん
と
し
た
る
そ
の
石
を
二
度
見
ら
れ
ず
と
よ
く
み
い
み
心

 
静
が
な
る
河
の
む
か
ふ
に
男
一
人
一
人
の
我
と
共
に
笑
み
た
り

 
こ
れ
ら
の
歌
に
み
る
鋭
い
意
識
の
屈
折
、

 
 
 
 
 
 
 
 
（
あ
さ
）

 
地
を
嗅
ぎ
て
も
の
漁
る
犬
の
そ
の
如
し
夕
の
公
園
に
出
で
て
は
来
し
が

 
蚊
を
焼
け
ど
い
き
も
の
焼
き
し
く
さ
み
せ
ず
悪
し
き
く
さ
み
の
せ
ざ
れ
ば
し
淋

 
我
が
心
我
の
み
知
る
1
と
い
ひ
し
ま
㌧
平
め
野
路
に
一
人
我
泣
く

 
こ
れ
ら
に
見
る
疎
外
感
や
一
種
屈
折
し
た
欠
如
感
、
さ
ら
に
は
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人
み
な
を
殺
し
て
み
た
き
我
が
心
そ
の
心
我
に
神
を
示
せ
り

 
世
の
中
の
多
く
の
馬
鹿
の
そ
し
り
ご
と
忘
れ
得
ぬ
我
祈
る
を
知
れ
り

 
な
ど
の
く
見
神
歌
V
に
み
る
こ
の
詩
人
独
自
の
内
観
的
志
向
の
深
さ
な
ど

は
、
す
で
に
評
家
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
し
か
し
こ
の
短
歌
と
い
う
．

器
が
こ
の
詩
人
に
と
っ
て
い
か
な
る
自
己
表
現
、
ま
た
自
己
解
放
の
具
だ
り
え

た
か
に
つ
い
て
は
、
、
こ
と
は
必
ず
し
も
単
純
で
は
あ
る
ま
い
。

 
 
午
前
の
十
時
頃
、
自
分
は
北
庭
に
作
文
の
材
料
を
あ
つ
め
に
出
た
。
／
日

 
は
て
つ
て
み
な
い
。
・
た
穿
白
雲
が
綿
の
や
う
に
プ
ア
プ
ア
た
緊
よ
う
て
居

 
た
。
そ
の
す
ぎ
ま
か
ら
は
チ
ョ
イ
く
青
雲
が
の
ぞ
き
こ
ん
で
居
た
。
／
墾

 
山
の
つ
き
出
た
と
こ
ろ
の
木
の
す
き
か
ら
白
い
陽
の
暴
れ
て
く
る
の
は
つ
め

 
た
い
空
気
を
一
層
つ
め
た
く
す
る
や
う
に
思
は
れ
た
。
／
風
と
て
は
別
に
な

 
い
が
折
々
や
さ
し
く
つ
め
た
い
風
が
ふ
い
て
き
て
く
ち
び
る
を
つ
め
た
く
し

 
た
。
そ
の
た
び
に
て
う
ぼ
う
が
少
し
ゆ
れ
た
。
略
、
（
「
初
冬
の
北
画
」
）

 
こ
の
小
学
六
年
時
の
作
文
に
み
る
感
性
の
微
妙
な
屈
折
と
揺
れ
ば
、
短
歌
欲

り
も
詩
と
散
文
の
な
か
ば
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
り
、
若
年
な
が
ら
そ
の
感
性

 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

と
理
念
の
蕩
揺
は
、
ひ
そ
か
に
そ
の
本
来
の
表
現
の
場
を
無
意
識
裡
に
も
求
め

て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
〈
蕩
揺
〉
と
は
ほ
か
な
ら
ぬ
詩
人
自
身
の
い
う
と
こ
ろ

で
あ
り
、
す
ぐ
れ
た
芸
術
と
い
う
も
の
は
感
覚
を
透
し
て
「
理
念
（
情
緒
を
も

 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

含
め
て
」
を
「
蕩
揺
さ
せ
て
み
せ
る
も
の
」
だ
が
、
短
歌
、
俳
句
、
新
短
歌
の

類
、
即
ち
詩
人
自
身
名
づ
け
て
い
う
く
一
呼
吸
詩
歌
V
は
こ
れ
を
表
現
で
き

 
 
 
ひ
と
 
ひ
と
り
 
 
 
ヘ
 
へ

ず
、
 
「
人
一
人
の
仕
事
と
な
る
性
質
の
も
の
」
（
「
新
短
歌
に
就
い
て
」
）
で

は
な
い
と
う
。

 
短
歌
論
と
し
て
は
後
年
の
も
の
で
あ
り
、
い
さ
さ
か
偏
狭
な
見
解
と
も
み
え

る
が
、
し
か
し
こ
こ
に
は
中
原
の
詩
業
に
一
貫
す
る
詩
法
の
骨
酪
が
語
ら
れ
、

遡
っ
て
は
初
期
短
歌
に
も
お
の
ず
か
ら
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
や
が
て

京
都
時
代
の
ダ
ダ
と
の
出
会
い
に
そ
の
〈
蕩
揺
〉
の
世
界
は
始
ま
る
わ
け
だ

が
、
そ
の
短
歌
が
す
で
に
思
法
の
限
界
を
み
せ
な
が
ら
も
、
詩
歌
は
「
理
念
」

の
「
蕩
揺
」
な
り
と
い
う
詩
人
独
自
の
詩
法
の
あ
り
か
を
か
い
ま
み
せ
て
い
る

こ
と
は
見
逃
せ
ま
い
。

二

 
こ
の
く
一
呼
吸
詩
歌
V
な
る
も
の
、
即
ち
短
詩
型
へ
の
批
判
に
対
し
て
、
朔

太
郎
の
伝
統
詩
歌
観
は
い
か
に
も
対
照
的
で
あ
る
。
、
「
今
月
単
に
『
詩
』
と
い

へ
ば
純
粋
の
督
情
詩
を
意
味
し
て
み
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
純
粋
で
あ
る
が
為
に

は
、
益
々
以
て
詩
形
が
短
縮
す
る
必
要
が
迫
っ
て
み
る
。
（
そ
の
理
由
は
、
一
方

か
ら
散
文
が
、
ど
し
ど
し
詩
の
領
域
に
食
ひ
こ
ん
で
く
る
か
ら
だ
。
）
こ
の
世

界
的
風
潮
か
ら
押
し
て
考
へ
る
に
、
我
が
国
の
和
歌
や
俳
句
や
は
、
そ
の
詩
形

の
最
小
限
を
示
す
こ
と
に
於
て
、
正
に
拝
情
詩
の
未
来
主
義
に
属
し
て
み
る
。
」

．
「
約
言
す
れ
ば
、
和
歌
、
俳
句
の
短
詩
形
は
、
正
に
拝
情
詩
の
未
来
詩
で
あ

り
、
日
本
が
世
界
に
誇
り
得
る
最
高
の
芸
術
で
あ
る
。
」

 
こ
れ
は
「
短
詩
形
芸
術
を
如
何
に
観
る
か
」
（
大
n
・
9
）
と
題
し
た
一
文

で
あ
り
、
『
青
田
』
の
詩
篇
が
書
き
つ
が
れ
た
あ
と
の
頃
の
も
の
だ
が
、
こ
の

詩
題
は
さ
ら
に
十
年
余
の
後
、
「
氷
鳥
」
 
（
昭
9
・
6
）
刊
行
の
時
期
に
至
る

ま
で
一
貫
し
て
つ
な
が
る
。
「
芸
術
と
し
て
の
詩
が
、
す
べ
て
の
歴
史
的
発
展

の
最
後
に
絶
て
、
．
究
極
す
る
と
こ
ろ
の
イ
デ
ア
は
、
所
詮
ポ
エ
ジ
イ
の
最
も
単

純
な
る
原
質
的
実
体
、
即
ち
詩
的
情
熱
の
素
朴
純
粋
な
る
詠
嘆
に
存
す
る
の
で

あ
る
。
 
（
こ
の
意
味
に
於
「
て
、
著
者
は
日
本
の
和
歌
や
俳
句
を
、
近
代
詩
の
イ

デ
ア
す
る
未
来
的
形
態
だ
と
考
へ
て
居
る
）
」
と
は
、
『
氷
島
」
自
序
と
し
て
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み
ず
か
ら
い
う
と
こ
ろ
だ
が
、
口
語
自
由
詩
の
確
立
と
い
わ
れ
る
『
青
墨
」
か

ら
文
語
詩
調
の
『
氷
島
』
へ
と
詩
風
は
一
変
す
る
が
、
そ
こ
に
一
貫
す
る
こ
の

伝
統
詩
観
は
注
目
す
べ
き
も
の
が
あ
ろ
う
。

 
こ
れ
は
朔
太
郎
詩
の
展
開
を
解
く
ひ
と
つ
の
鍵
で
も
あ
る
が
、
い
ま
そ
の
仔

細
に
う
い
て
ふ
れ
る
余
裕
は
な
い
。
た
だ
い
ず
れ
に
せ
よ
、
短
詩
型
を
近
代
詩

の
目
指
す
べ
き
く
未
来
主
義
V
、
あ
る
い
は
く
未
来
．
的
形
態
V
と
み
る
朔
太
郎

に
対
し
て
、
こ
の
よ
う
な
く
一
呼
吸
詩
歌
V
を
も
っ
て
し
て
は
つ
い
に
理
念
の

く
蕩
揺
V
、
動
態
を
表
現
し
え
ず
と
し
た
中
原
の
詩
観
は
、
さ
ら
に
注
目
す
べ

き
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
 
こ
れ
は
中
原
の
い
う
く
自
然
詩
人
V
か
、
〈
人
問
詩

人
V
か
と
い
う
問
題
、
さ
ら
に
は
詩
型
や
韻
律
を
ど
う
考
え
て
い
た
か
と
い
う

問
題
に
も
か
か
わ
る
と
こ
ろ
だ
が
、
こ
れ
は
ま
た
後
に
ふ
れ
て
み
た
い
。
た

だ
、
い
ま
ひ
と
つ
の
注
目
す
べ
き
も
の
と
し
て
く
短
歌
V
か
ら
く
詩
V
へ
と
い

う
移
行
の
問
題
が
あ
る
が
、
朔
太
郎
や
賢
治
ら
に
、
あ
る
な
だ
ら
か
な
移
行
の

か
た
ち
が
み
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
中
原
に
は
あ
る
画
然
た
る
断
絶
が
あ
る
。

 
た
と
え
ば
朔
太
郎
の
場
合
、
そ
の
短
歌
歴
は
明
治
二
十
五
年
、
十
六
歳
頃
頃

か
ら
大
正
二
年
末
あ
た
り
ま
で
十
余
年
に
わ
た
っ
て
お
り
、
先
ず
与
謝
野
晶
子

へ
の
心
酔
に
は
じ
ま
る
晶
子
調
、
続
い
て
は
啄
木
や
白
秋
ら
の
影
響
が
み
ら
れ

る
。
，
（
こ
の
あ
た
り
の
消
息
に
つ
い
て
は
萩
原
隆
『
若
き
日
の
萩
原
朔
太
郎
』

や
大
岡
信
『
萩
原
朔
太
郎
』
〈
近
代
日
本
詩
人
選
1
0
＞
、
共
に
筑
摩
童
柳
井
刊
1

な
ど
が
参
考
と
な
る
）
。
そ
の
作
歌
の
中
期
か
ら
末
期
に
か
け
て
個
性
的
な
歌
，

を
引
け
ば
一
〈
拳
も
て
石
の
扉
を
う
つ
如
き
愚
か
も
あ
へ
て
君
ゆ
ゑ
に
す
る
V

〈
我
が
肺
に
ナ
イ
フ
立
て
み
ん
三
鞭
酒
栓
ぬ
く
如
き
音
の
す
る
べ
し
V
な
ど
の

屈
折
か
ち
、
〈
な
に
ご
と
も
花
あ
か
し
や
の
鳥
影
に
て
き
み
待
つ
春
の
夜
に
し

く
は
な
し
〉
〈
し
癒
だ
れ
て
は
に
か
み
ぐ
さ
も
物
は
い
へ
こ
の
も
か
の
も
の
逢

中
原
中
也
一
そ
の
主
題
と
方
法
・
序
説
 
一
短
歌
か
ら
ダ
ダ
イ
ズ
ム
へ
一

曳
の
そ
ら
V
〈
ふ
き
あ
げ
の
み
つ
の
こ
ぼ
れ
を
い
の
ち
に
て
そ
よ
ぎ
て
咲
け
る

ひ
や
し
ん
す
か
な
V
な
ど
最
末
期
の
作
に
み
る
優
娩
な
歌
調
に
ふ
れ
て
、
こ
こ

に
は
白
秋
の
『
桐
の
花
』
な
ど
の
影
響
と
と
も
に
、
さ
ら
に
意
識
的
な
古
風
さ

が
装
わ
れ
、
つ
ま
り
「
こ
れ
ら
は
近
代
の
景
と
情
の
上
に
ふ
う
わ
り
と
か
ぶ
せ

ら
れ
た
八
代
集
的
な
装
い
で
は
な
い
の
か
」
と
大
岡
氏
は
い
う
。

 
，
「
い
わ
ば
萩
原
朔
太
郎
は
、
彼
の
短
歌
時
代
の
終
焉
と
将
情
小
曲
の
開
始
と

が
ま
さ
に
ぴ
っ
た
り
重
な
り
合
う
こ
の
大
正
二
年
春
と
い
う
時
期
に
、
白
秋
の

『
桐
の
花
』
を
右
手
に
し
、
小
倉
百
人
一
・
首
や
『
新
古
今
集
』
を
左
手
に
し
て
、

独
特
な
や
り
方
で
、
み
ず
か
ら
の
短
歌
制
作
の
最
後
の
仕
上
げ
を
し
て
い
た
の

で
」
あ
り
、
そ
の
試
み
に
、
お
の
ず
か
ら
に
古
歌
に
も
か
よ
う
「
あ
る
種
の
虚

構
の
雰
囲
気
」
や
「
物
語
的
雰
囲
気
」
を
も
生
み
出
す
こ
と
と
な
る
。
こ
う
し

て
「
朔
太
郎
は
和
歌
の
こ
う
い
う
要
素
の
有
効
性
を
試
し
つ
つ
、
そ
れ
が
内
包

し
て
い
る
虚
構
性
、
物
語
性
の
必
然
に
従
っ
て
、
短
歌
形
式
か
ら
国
情
小
曲
の

形
式
へ
と
進
み
で
る
以
外
に
な
か
っ
た
の
で
」
あ
り
、
 
「
そ
こ
に
は
確
乎
た
る

首
尾
一
貫
性
が
あ
り
、
論
理
の
必
然
が
あ
っ
た
」
と
い
う
。
〈
し
の
の
め
の
ま

だ
き
に
起
き
て
人
妻
と
汽
車
の
窓
よ
り
見
た
る
ひ
る
が
ほ
〉
と
い
う
こ
．
の
作
歌

最
終
期
の
歌
と
小
曲
集
中
の
『
み
ち
ゆ
き
」
．
（
「
朱
簗
」
大
2
・
5
、
改
題
『
夜

汽
車
」
）
の
一
〈
有
明
の
う
す
ら
あ
か
り
は
／
硝
子
戸
に
指
の
あ
と
つ
め
た

く
／
ほ
の
白
み
ゆ
く
山
の
端
は
／
み
つ
が
ね
の
ご
と
く
し
め
や
か
な
れ
ど
も
／

ま
だ
旅
び
と
の
ね
む
り
さ
め
や
ら
ね
ば
／
つ
か
れ
た
る
電
燈
の
た
め
い
き
ば
か

り
こ
ち
た
し
や
。
／
あ
ま
た
る
き
に
す
の
に
ほ
ひ
も
／
そ
こ
は
か
と
な
き
は
ま

き
た
ば
こ
の
燗
さ
へ
／
夜
汽
車
に
て
あ
れ
た
る
舌
に
は
参
し
き
を
／
い
か
ば
か
，

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
や
ま
し
な

り
人
妻
は
身
に
ひ
き
つ
め
て
嘆
く
ら
む
。
V
と
唱
い
、
〈
ま
だ
山
科
は
過
ぎ
ず

 
 
 
 
 
 
く
ち
が
ね

や
／
空
気
枕
の
噛
口
金
を
ゆ
る
め
て
／
そ
っ
と
息
を
ぬ
い
て
み
る
女
こ
こ
ろ
／
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そ
と

ふ
と
二
人
か
な
し
さ
に
身
を
す
り
よ
せ
／
し
の
の
め
ち
か
き
汽
車
の
窓
よ
り
外

を
な
が
む
れ
ば
／
と
こ
ろ
も
し
ら
ぬ
山
里
に
／
さ
も
白
く
咲
き
で
み
た
る
を
だ

ま
き
の
花
。
V
と
終
結
部
へ
転
じ
て
ゆ
く
詩
句
の
展
開
が
、
先
の
短
歌
に
く
ら

べ
て
「
遙
か
に
す
ぐ
れ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
」
な
い
が
、
「
こ
の
記
念

す
べ
き
小
曲
（
集
）
が
大
正
二
年
に
こ
う
し
て
誕
生
す
る
た
め
に
は
、
た
し
か

に
彼
の
十
余
年
の
短
歌
史
が
必
要
だ
っ
た
」
の
だ
と
大
岡
氏
は
い
う
。

 
こ
の
短
歌
か
ら
詩
へ
と
い
う
殆
ど
地
続
き
の
移
行
は
ま
た
、
初
期
の
賢
治
に

も
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
賢
治
の
作
歌
は
十
五
歳
・
（
明
4
4
）
-
の
頃
か
ら

大
正
十
年
、
二
十
五
歳
の
頃
ま
で
十
年
余
に
わ
た
っ
て
続
き
、
そ
の
数
も
千
首

近
く
に
及
ぶ
が
、
そ
め
移
行
は
短
歌
↓
短
唱
（
「
冬
の
ス
ケ
ッ
チ
」
）
↓
詩
（
心

象
ス
ケ
ッ
チ
）
と
い
う
経
路
を
た
ど
る
。
す
で
に
そ
の
短
歌
に
一
〈
ゆ
が

み
ひ
が
み
窓
に
か
、
れ
る
軽
焦
げ
の
卜
わ
れ
ひ
と
り
ね
む
ら
ず
げ
に
も
の
が
な

し
〉
〈
ち
ば
し
れ
る
ゆ
み
は
り
の
且
わ
が
窓
に
ま
よ
な
か
き
た
り
て
口
を
ゆ
が

む
る
〉
〈
鳥
さ
へ
も
い
ま
は
聴
か
ね
ば
ち
ば
し
れ
る
か
の
一
つ
目
は
そ
ら
を
去

り
し
か
V
な
ど
、
賢
治
独
自
の
感
性
の
屈
折
が
み
ら
れ
、
や
が
て
短
歌
か
ら
賢

治
が
「
冬
の
ス
ケ
ジ
チ
」
と
呼
ぶ
命
題
形
式
に
移
り
、
さ
ら
に
く
心
象
ス
ケ
ッ

チ
V
と
呼
ぶ
独
自
の
詩
法
に
転
移
す
る
。
そ
の
あ
た
り
の
機
徴
を
短
歌
的
春
情

と
韻
律
か
ら
、
や
が
て
独
自
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
形
成
へ
と
変
っ
て
ゆ
く
推
移
に
し

ぼ
っ
て
み
れ
ば
ど
う
か
。

 
た
と
え
ば
く
か
が
や
き
の
地
平
の
紺
も
た
よ
り
な
し
熱
の
な
か
な
る
ま
ぼ
ろ

し
な
れ
ば
V
か
ら
く
地
平
線
／
か
皮
や
き
の
紺
も
い
か
ん
せ
ん
／
透
明
薔
薇
の

身
熱
よ
り
来
し
な
れ
ば
〉
へ
と
転
じ
、
〈
あ
ま
り
に
も
／
こ
～
ろ
い
た
み
た
れ

ば
／
い
も
う
と
よ
／
や
な
ぎ
の
花
も
／
け
ふ
は
と
ら
ぬ
ぞ
。
V
か
ら
八
け
ふ
は

ぼ
く
の
た
ま
し
ひ
は
憾
み
／
鳥
さ
へ
正
視
が
で
き
な
い
／
あ
い
つ
は
ち
や
う
ど

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ブ
ロ
ン
ズ

い
ま
ご
ろ
か
ら
／
つ
め
た
い
青
銅
の
病
室
で
／
透
明
薔
薇
の
火
に
燃
さ
れ
る
／

ほ
ん
た
う
に
け
れ
ど
も
妹
よ
／
け
ふ
は
ぼ
く
も
あ
ん
ま
り
ひ
ど
い
か
ら
／
や
な

ぎ
の
花
も
と
ら
な
い
V
（
「
恋
と
病
熱
」
）
へ
と
転
じ
て
ゆ
く
。
こ
の
転
移
は
す
．

で
に
短
歌
的
韻
律
の
な
か
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
て
い
た
硬
質
な
イ
メ
L
ジ
や
意
識

の
屈
折
か
ら
の
、
お
の
ず
か
ら
の
解
放
と
も
み
ら
れ
る
が
、
，
評
家
も
い
う
ご
と

く
そ
の
短
歌
的
表
現
自
体
の
お
の
ず
か
ら
に
孕
む
散
文
性
、
言
わ
ば
「
こ
と
が

ら
を
、
順
直
平
明
，
に
叙
述
す
る
散
文
の
一
片
に
、
わ
ず
か
に
音
数
律
の
衣
を
き

せ
た
と
い
っ
た
印
象
を
ぬ
で
う
こ
と
は
で
き
な
い
」
 
（
岡
井
隆
「
宮
沢
賢
治
短

歌
考
」
）
賢
治
短
歌
の
本
質
に
そ
の
要
因
は
あ
ろ
う
。

 
賢
治
も
ま
た
移
る
べ
く
し
て
詩
へ
と
移
行
し
た
と
言
っ
て
よ
い
。
朔
太
郎
と

言
い
、
賢
治
と
言
い
、
そ
の
特
性
は
か
な
り
異
な
る
が
、
と
も
に
そ
の
短
歌
か

ら
詩
へ
の
移
行
に
は
「
論
理
の
必
然
」
が
あ
り
困
 
「
首
尾
一
貫
性
」
が
あ
っ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

た
。
．
し
か
し
中
原
に
あ
っ
た
も
の
は
「
論
理
の
必
然
」
な
ら
ぬ
逆
転
で
あ
り
、

短
歌
か
ら
詩
へ
の
飛
躍
に
は
大
き
な
断
絶
が
あ
っ
た
。
言
う
ま
で
も
な
く
そ
こ

に
介
在
す
る
も
の
は
ダ
ダ
イ
ズ
ム
と
の
出
会
い
で
あ
る
。
そ
れ
は
詩
法
の
変
革

で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
の
〈
存
在
〉
そ
の
も
の
の
変
革
を
、
自
己
解
放
を
促
が

し
た
。
彼
は
こ
の
出
会
い
の
四
馬
を
必
然
と
化
レ
た
。
い
や
、
彼
の
資
質
が

そ
れ
を
招
き
よ
せ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
。
ダ
ダ
の
水
脈
は
そ
の
生
涯
を
つ
ら
ぬ

き
、
彼
の
詩
法
を
決
し
た
。

三

 
中
原
の
詩
は
ダ
ダ
と
の
出
会
い
か
ら
始
ま
る
。
ダ
ダ
イ
ズ
ム
は
い
う
ま
で
も

な
く
第
一
次
大
戦
の
社
会
的
混
乱
の
な
か
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
生
ま
れ
た
芸
術

革
命
運
動
で
あ
り
、
わ
が
国
で
も
大
正
な
か
ば
、
正
確
に
は
大
正
九
年
八
月
十
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五
日
、
 
『
北
朝
鮮
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
享
楽
主
義
の
最
新
芸
術
一
戦
後
に
歓
迎

さ
れ
つ
つ
あ
る
ダ
ダ
イ
ズ
ム
」
（
紫
蘭
）
、
「
ダ
ダ
イ
ズ
ム
一
面
観
」
（
羊
頭
生
）

が
そ
の
最
初
の
紹
介
と
み
ら
れ
る
が
、
こ
れ
に
触
発
さ
れ
た
高
橋
新
吉
の
『
ダ

ダ
イ
ス
ト
新
吉
の
詩
』
 
（
大
1
2
・
2
）
は
そ
の
最
も
あ
ざ
や
か
な
詩
的
実
験
で

あ
り
、
中
原
の
詩
的
開
眼
は
こ
の
詩
集
と
の
出
会
に
始
ま
る
。

 
「
大
正
十
二
年
春
、
文
学
に
耽
り
て
落
第
す
。
京
都
立
命
館
申
学
に
転
校
す
。

生
れ
て
始
め
て
両
親
を
離
れ
、
飛
び
立
つ
思
ひ
な
り
。
そ
の
秋
の
暮
、
寒
い
夜

に
丸
太
町
橋
際
の
古
本
屋
で
『
ダ
ダ
イ
ス
ト
新
吉
の
詩
』
を
読
む
。
申
の
数
篇

に
感
激
。
」
（
「
我
が
詩
観
（
附
詩
的
履
歴
書
）
」
）
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
早
熟
な

少
年
に
強
烈
な
生
活
上
の
解
放
感
を
与
え
る
と
と
も
に
、
ダ
ダ
と
の
感
応
は
以

後
の
詩
法
を
決
す
る
、
あ
る
本
質
的
な
側
面
を
孕
ん
で
い
た
は
ず
で
あ
る
。

・
そ
の
巻
頭
の
「
断
言
は
ダ
ダ
イ
ス
ト
」
に
い
う
レ
〈
D
A
D
A
は
一
切
を

断
言
し
否
定
す
る
V
〈
D
A
D
A
は
】
切
の
も
の
に
自
我
を
見
る
／
空
気
の
振

動
に
も
 
細
菌
の
憎
悪
に
も
 
自
我
と
云
ふ
言
葉
の
匂
ひ
に
も
自
我
を
見
る
の

で
あ
る
V
〈
神
は
オ
ー
ル
マ
イ
テ
ィ
だ
と
ク
リ
ス
ト
が
言
っ
た
／
D
A
D
．
A
は

一
切
の
も
の
が
オ
ー
ル
マ
イ
テ
ィ
だ
と
断
言
す
る
 
だ
か
ら
オ
ー
ル
マ
イ
テ
ィ

は
 
一
疋
の
電
球
を
オ
ホ
レ
ツ
ク
海
に
投
じ
て
も
底
の
方
で
時
々
灯
っ
て
ゐ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

る
や
う
な
も
の
だ
と
断
言
す
る
 
D
A
D
A
は
一
切
を
否
定
す
る
 
無
我
を
突

へ
 
 
ヘ
 
 
へ

き
催
く
 
粉
々
に
引
き
裂
く
 
無
二
無
三
に
な
っ
て
無
の
所
で
無
理
な
小
便
を

す
る
 
仏
陀
は
其
処
か
ら
蟻
ほ
ど
も
退
く
事
が
出
来
な
か
っ
た
V
〈
D
A
D
A

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

は
滞
る
所
を
知
ら
な
い
 
D
A
D
A
は
「
切
を
抱
擁
す
る
 
D
A
D
A
は
装
甲
．

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

す
る
V
〈
D
A
D
A
は
一
切
に
拘
泥
す
る
 
一
切
を
逃
避
し
な
い
か
ら
V
〈
D

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
へ

A
D
A
億
一
切
の
も
の
を
生
産
し
分
裂
し
綜
合
す
る
 
D
A
D
A
の
背
後
に
は

ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

一
切
が
陣
取
っ
て
み
る
V
〈
D
A
D
A
位
卑
屈
な
も
の
も
な
い
 
猛
烈
な
争
闘

中
原
中
也
一
そ
の
主
題
と
方
法
・
序
説
 
i
短
歌
か
ら
ダ
ダ
イ
ズ
ム
へ
一

心
を
腰
に
ブ
ラ
下
げ
て
み
る
か
ら
瞬
時
も
絶
え
間
な
く
彼
は
爆
発
し
粉
砕
し
破

壊
し
つ
づ
け
る
 
一
切
の
も
の
が
D
A
D
A
の
敵
だ
〉
一
こ
の
ダ
ダ
宣
言
が

ひ
と
り
高
橋
の
み
な
ら
ぬ
、
申
原
の
詩
話
、
詩
法
と
深
く
通
組
す
る
こ
と
は
明

、
ら
か
で
あ
ろ
う
。

 
「
私
の
ダ
ダ
は
、
仏
教
の
擬
装
し
た
も
の
で
あ
る
」
と
高
橋
新
吉
は
い
う
。

ま
た
「
第
一
次
大
戦
の
終
り
に
、
ゴ
西
欧
の
崩
壊
に
拍
車
を
掛
け
る
ダ
ダ
と
い
ふ

木
馬
が
、
反
逆
の
牙
を
剥
い
て
奔
り
出
し
た
。
私
は
ア
ジ
ア
人
と
し
て
誰
よ
り

 
 
 
 
 
 
 
 
 
く
る
わ

も
早
く
、
此
の
木
馬
の
轡
を
捕
へ
た
。
ト
ロ
イ
戦
争
の
木
馬
の
腹
ほ
ど
に
、

ダ
ダ
イ
ズ
ム
が
充
実
し
た
も
の
で
な
く
て
、
狂
熱
の
手
綱
を
ゆ
る
め
る
と
そ
れ
・

が
、
秩
序
の
解
体
に
過
ぎ
な
い
事
が
わ
か
っ
た
」
（
「
自
伝
（
海
の
中
よ
り
）
」
）
と

も
い
う
。
「
高
橋
は
最
も
真
実
を
要
求
す
る
人
間
で
あ
っ
た
。
さ
う
し
て
彼
自

身
亦
真
実
で
あ
り
真
劔
で
あ
っ
た
。
1
そ
れ
が
そ
の
、
何
と
言
は
う
か
、
つ

ま
り
高
橋
流
に
真
実
で
あ
り
真
劔
で
あ
っ
た
の
だ
。
気
質
と
し
て
彼
は
理
想
家

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

で
あ
っ
た
。
彼
の
作
品
の
な
か
に
は
見
せ
び
ら
か
さ
な
い
真
実
感
が
切
な
く
灘

っ
て
み
る
。
前
世
紀
の
デ
カ
ダ
ン
が
美
を
食
っ
た
の
に
対
し
て
、
高
橋
は
真
実

を
-
1
人
掛
に
は
ど
う
し
て
も
つ
か
み
切
れ
な
い
真
実
を
寅
り
耽
っ
て
、
さ
う

 
 
 
 
 
 
ヘ
 
ロ
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

し
て
そ
の
結
果
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
に
な
っ
て
み
る
。
1
そ
れ
に
因
っ
て
、
理
想

家
高
橋
は
深
い
現
実
家
と
亦
一
時
相
通
じ
て
み
る
。
」
「
彼
は
身
を
も
っ
て
食
い

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

た
だ
け
だ
。
妙
に
憾
つ
た
へ
ん
に
歪
ん
だ
心
臓
を
取
出
し
て
見
せ
た
の
だ
。
高

橋
の
文
字
の
な
か
に
は
気
ま
ぐ
れ
ら
し
い
出
鱈
目
は
あ
っ
て
も
虚
飾
と
い
ふ
も

の
は
寸
毫
も
な
い
。
」
と
は
佐
藤
春
夫
が
そ
の
序
文
（
「
高
橋
新
吉
の
こ
と
」

『
ダ
ダ
イ
ス
ト
新
吉
の
詩
』
）
に
評
す
る
と
こ
ろ
だ
が
、
こ
れ
が
中
原
に
向
け

ら
れ
た
言
葉
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
さ
し
て
不
思
議
で
は
あ
る
ま
い
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
ご

 
中
原
自
身
も
ま
た
高
橋
を
評
し
て
「
こ
ん
な
や
さ
し
い
早
起
な
心
は
ま
た
と
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な
い
の
だ
。
」
「
高
橋
新
吉
は
私
に
よ
れ
ば
良
心
に
よ
る
形
而
上
学
者
だ
。
彼
の

意
識
は
常
に
前
方
を
み
て
み
る
を
本
然
と
す
る
」
と
い
う
。
ま
た
「
彼
の
詩
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ

モ
チ
！
フ
は
ヒ
ュ
マ
ニ
テ
ィ
で
は
な
く
、
言
は
ゴ
、
『
俺
は
全
て
が
分
っ
て
生

ほ
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
ミ
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
へ

き
て
る
る
の
に
、
人
に
は
分
ら
な
い
で
俺
と
同
一
平
面
上
．
に
る
る
』
と
い
ふ
こ

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

と
の
や
う
だ
。
、
彼
の
詩
が
扱
っ
て
み
る
も
の
は
何
時
も
普
遍
的
な
も
の
だ
が
、

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

そ
れ
を
扱
ふ
動
力
は
私
的
感
情
だ
。
」
、
と
い
う
時
、
そ
れ
は
高
橋
を
語
る
と
と
-

も
に
殆
ど
中
原
自
身
を
語
る
も
の
で
も
あ
ろ
う
。
 
「
彼
が
考
へ
る
こ
と
は
彼
の
層

良
心
を
自
覚
的
に
す
る
だ
け
で
、
だ
か
ら
彼
は
そ
の
自
覚
的
に
な
っ
た
良
心
で

す
る
経
験
、
即
ち
修
得
物
を
詩
に
す
れ
ば
よ
い
の
だ
が
、
彼
は
余
り
に
美
事
に

考
へ
た
の
で
、
考
へ
た
こ
と
を
そ
の
儘
詩
の
中
に
持
ち
だ
し
た
い
と
い
ふ
欲
望

が
あ
る
や
う
だ
」
と
い
う
時
、
そ
れ
は
自
戒
を
も
含
め
、
た
そ
の
技
法
へ
の
保
留

ど
覇
み
え
る
が
、
し
か
し
そ
の
認
識
を
集
約
し
て
、
ま
さ
に
「
彼
は
行
為
の
前

の
義
務
-
認
識
一
の
上
で
実
に
目
覚
ま
し
い
詩
人
な
の
だ
」
と
い
う
詩
、

彼
は
た
し
か
に
得
難
い
ひ
と
り
の
先
覚
者
を
み
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

 
こ
の
批
評
が
や
や
後
年
（
昭
2
・
9
）
の
む
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
中
原
が

ダ
ダ
詩
人
高
橋
と
の
出
会
い
か
ら
得
た
の
は
時
流
と
し
て
の
ダ
ダ
を
超
え
た
も

の
で
あ
り
、
彼
は
殆
ど
無
意
識
の
う
ち
に
己
れ
の
裡
な
る
鉱
脈
に
感
応
す
る
何

も
の
か
を
発
見
し
た
と
言
っ
て
よ
い
。
逆
に
い
え
ば
高
橋
新
吉
自
身
も
ま
た
そ

の
資
質
に
よ
っ
て
、
い
や
お
う
な
く
ダ
ダ
と
直
面
し
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、

こ
の
必
然
は
ま
た
時
代
の
必
然
で
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

 
 
「
ダ
ダ
は
あ
る
一
ツ
の
芸
術
に
の
み
限
ら
れ
て
は
な
い
。
新
吉
の
詩
は
彼
の

生
活
で
、
宗
教
で
同
時
に
ま
た
哲
学
で
あ
る
。
／
金
蘭
出
石
寺
に
彼
が
御
小
僧

を
し
て
み
た
時
に
大
蔵
経
を
片
端
か
ら
読
破
し
て
、
ダ
ダ
の
精
神
を
体
得
し
、

そ
れ
を
ス
チ
ル
ネ
ル
に
翻
訳
し
て
、
砥
瓜
詩
を
制
作
し
た
の
だ
。
」
「
彼
は
ダ
ダ

の
精
神
を
最
初
に
最
も
強
く
、
深
く
把
握
し
た
日
本
に
於
け
る
先
覚
者
だ
。
」

と
は
、
 
『
ダ
ダ
イ
ス
ト
新
吉
の
詩
」
の
編
纂
者
、
辻
潤
の
言
葉
だ
が
、
彼
は
こ

の
殿
文
を
一
「
現
代
は
危
機
に
瀕
し
て
み
た
。
新
興
精
神
の
ペ
ン
デ
ユ
ラ
ム

は
益
益
大
き
く
、
強
く
振
動
し
て
、
不
安
と
激
動
の
濁
流
を
語
誌
さ
せ
ず
に
は

置
か
な
い
で
あ
ら
う
」
と
い
う
言
葉
を
も
っ
て
結
び
、
こ
れ
も
ま
た
ひ
と
つ
の

時
代
の
子
で
あ
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。

 
た
し
か
に
こ
の
大
正
期
後
半
は
詩
的
変
革
の
気
運
の
隆
興
し
た
時
期
で
あ

り
、
そ
の
運
動
は
広
く
く
新
興
文
学
V
の
名
を
も
っ
て
呼
ば
れ
た
時
期
で
あ

る
。
，
『
ダ
ダ
イ
ス
ト
新
吉
の
詩
』
が
登
場
し
、
中
原
が
こ
れ
に
出
会
っ
た
大
正

十
二
年
は
言
う
ま
で
も
な
く
関
東
大
震
災
の
年
で
あ
り
、
詩
壇
的
に
は
朔
太
郎

の
『
青
猫
』
 
（
一
月
）
、
白
秋
の
『
水
墨
集
』
 
（
六
月
）
、
金
子
光
晴
の
『
こ
が

ね
虫
」
．
（
七
月
）
な
ど
す
ぐ
れ
た
詩
集
が
出
て
い
る
が
、
同
時
に
こ
れ
を
包
む

時
代
の
潮
流
は
こ
の
年
一
月
、
萩
原
恭
次
郎
、
壼
井
繁
治
、
岡
本
潤
、
川
崎
長

太
郎
ら
に
よ
っ
て
創
刊
さ
れ
た
「
赤
と
黒
」
が
そ
の
宣
言
に
い
う
i
「
詩
と

は
？
詩
入
と
は
？
我
々
は
過
去
の
一
切
の
概
念
を
放
棄
レ
て
大
担
に
断
言
す

る
1
『
詩
と
は
爆
弾
で
あ
る
1
詩
人
と
は
牢
獄
の
固
き
壁
と
扉
と
に
爆
弾
を

投
ず
る
黒
き
犯
人
で
あ
る
1
』
」
と
い
う
言
葉
の
示
す
ご
と
く
（
大
き
な
変
革

の
気
運
を
孕
ん
で
い
た
。
こ
の
先
導
者
と
し
て
は
「
日
本
未
来
派
宣
言
運
動
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
テ
オ
リ
 

（
大
1
0
・
1
2
）
の
提
唱
者
平
戸
廉
吉
が
あ
り
、
「
私
の
未
来
主
義
は
理
論
で
は
」

な
く
、
「
た
だ
動
く
瞬
間
の
『
生
活
』
そ
の
も
の
」
だ
と
い
う
そ
の
「
直
情
主

義
」
が
、
「
た
だ
、
今
私
に
あ
る
も
の
は
、
直
行
的
な
る
一
切
の
も
の
に
過
ぎ

な
い
1
一
種
の
動
力
的
熱
量
に
過
ぎ
な
い
1
」
と
、
後
の
詩
集
『
死
刑
宣
告
』

（
大
1
4
・
1
0
）
の
序
に
い
う
萩
原
恭
次
郎
や
高
橋
新
吉
ら
に
深
い
影
響
を
与
え
た

ご
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
生
涯
を
窮
乏
と
肺
患
に
よ
っ
て
苦
し
み
つ
つ
、
，
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二
十
八
年
の
短
い
生
涯
を
閉
じ
た
詩
人
の
病
床
末
期
の
凄
惨
な
姿
を
「
し
ん
D
，

A
廉
吉
」
な
ど
の
詩
篇
に
深
い
痛
恨
の
想
い
を
も
っ
て
描
き
つ
つ
、
高
橋
は
往

時
を
回
顧
し
て
「
私
は
廉
吉
の
後
塵
を
拝
す
る
こ
と
を
、
快
ろ
よ
し
と
、
し
な

か
っ
た
の
で
、
自
分
は
、
ダ
ダ
イ
ズ
ム
で
、
飽
く
ま
で
行
か
う
と
思
っ
た
」

（『

_
ガ
バ
ジ
ジ
ン
キ
チ
物
語
』
）
と
語
っ
て
い
る
が
、
，
平
戸
の
彼
に
遺
し
た
も

の
は
深
い
。

四

 
や
が
て
遅
れ
て
来
た
青
年
と
し
て
の
中
原
と
ダ
ダ
と
の
出
会
い
が
始
ま
る
。

中
原
が
高
橋
新
吉
の
詩
集
か
む
得
た
も
の
が
「
放
浪
者
的
な
生
活
感
覚
」
で
あ

'
り
、
「
詩
法
に
お
け
る
否
定
的
な
主
観
の
強
度
」
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
そ
の
接

触
が
「
〈
家
V
か
ら
の
決
定
的
な
脱
走
を
行
う
」
 
（
吉
田
熈
生
『
評
伝
習
慣
中

也
』
）
契
機
と
な
つ
．
た
こ
と
．
は
確
か
だ
が
、
同
時
に
ま
た
評
家
も
い
う
ご
と
く

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
テ
オ
リ
 

平
戸
廉
吉
の
い
う
私
の
「
未
来
主
義
」
と
は
い
か
な
る
「
理
論
」
で
も
な
く
、

 
「
た
だ
動
く
瞬
間
の
「
生
活
』
そ
の
も
の
」
だ
と
い
う
宣
言
に
、
 
「
自
己
の
内

的
な
必
然
に
も
と
づ
い
て
形
式
を
探
究
し
て
い
こ
う
と
す
る
こ
う
い
う
姿
勢
に

芸
術
前
衛
の
正
当
な
精
神
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
」
（
大
阿
信
『
昭
和
詩
史
」

．
一
）
之
す
れ
ば
、
中
原
が
平
戸
一
高
橋
と
続
く
系
譜
の
な
か
か
ら
汲
み
つ
く
し

た
も
の
も
ま
た
、
こ
の
内
的
必
然
へ
の
誠
実
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。

 
ダ
ダ
イ
ズ
ム
は
や
が
て
社
会
芸
術
派
と
モ
ダ
ニ
ズ
ム
芸
術
派
に
分
岐
し
、
昭

和
初
年
に
至
っ
て
衰
退
し
て
ゆ
く
が
、
中
原
の
赴
く
と
こ
ろ
は
そ
の
い
ず
れ
で

も
な
か
っ
た
。
社
会
芸
術
派
の
赴
く
と
こ
ろ
が
後
の
中
原
の
言
葉
で
い
え
ば
く

呼
気
V
的
表
現
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
彼
の
そ
れ
は
く
吸
気
V
で
あ
り
、
モ
ダ
ニ

ズ
的
意
匠
や
感
覚
の
拡
散
に
対
し
て
は
、
彼
は
は
る
か
に
内
面
的
な
、
己
れ
の

中
原
中
也
1
そ
の
主
題
と
方
法
・
序
説
 
一
短
歌
か
ら
ダ
ダ
イ
ズ
ム
へ
一

裡
な
る
ド
ラ
マ
に
固
執
し
て
ゆ
く
。
そ
の
最
初
期
の
習
作
的
ダ
ダ
詩
篇
と
は
何

か
。

 
そ
の
ひ
と
つ
に
恋
の
情
念
の
屈
折
が
あ
り
、
そ
の
背
後
に
は
長
谷
川
泰
子
と

の
生
活
が
あ
る
。
中
原
よ
り
三
歳
年
長
の
泰
子
は
広
島
の
出
身
で
、
女
優
を
志
，

し
、
「
大
空
詩
人
」
ど
称
す
る
永
井
叔
に
連
れ
ら
れ
上
京
し
た
が
、
大
震
災
に

会
い
、
永
井
と
と
も
に
京
都
に
移
り
、
表
現
座
と
い
う
小
劇
団
に
属
し
て
い
た
。

永
井
は
松
山
の
生
れ
で
あ
り
、
関
西
学
院
ほ
か
の
神
学
部
を
転
々
と
し
、
や
が

て
キ
リ
ス
ト
教
的
反
戦
主
義
者
に
し
て
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
と
も
い
う
べ
き
放
浪
詩

人
と
な
る
が
、
彼
は
ま
た
「
ダ
ダ
イ
ス
ト
新
吉
の
詩
」
 
の
編
者
辻
潤
と
も
親

し
く
、
中
原
が
「
こ
の
放
浪
詩
人
を
通
し
て
」
「
ダ
ダ
イ
ス
ト
の
詩
に
親
近
感

を
持
つ
可
能
性
は
十
分
野
あ
っ
た
」
 
（
村
上
護
「
申
原
中
也
の
詩
と
生
涯
」
）
・

と
思
わ
れ
る
。
中
原
が
こ
の
永
井
の
紹
介
で
泰
子
を
知
っ
た
の
は
十
二
年
の
暮

で
あ
り
、
翌
十
三
年
の
四
月
か
ら
二
人
の
同
棲
生
活
が
始
ま
る
。

 
十
七
歳
の
少
年
と
女
優
の
卵
と
の
「
奇
妙
な
共
同
生
活
」
が
始
ま
る
わ
け
だ

が
、
泰
子
は
後
に
「
私
の
ほ
う
が
年
上
だ
け
ど
、
中
原
は
兄
の
よ
う
に
も
父
親

の
よ
う
に
も
ふ
る
ま
い
」
 
「
中
原
は
私
の
行
く
と
こ
ろ
、
た
い
て
い
ど
こ
に
で

も
現
わ
れ
て
、
い
っ
て
み
れ
ば
保
護
者
み
た
い
な
存
在
で
し
た
」
λ
長
谷
川
泰

子
述
脚
村
上
営
営
『
ゆ
き
て
か
へ
ら
ぬ
一
中
原
中
也
と
の
愛
」
）
ど
回
想
し
て

い
る
。
ま
た
「
中
原
と
の
生
活
は
、
気
の
滅
入
る
よ
う
な
淀
ん
だ
と
こ
ろ
も
あ

り
ま
し
た
が
、
詩
を
読
ん
で
く
れ
る
と
き
に
は
、
や
は
り
中
原
を
見
な
お
し
ま

．
し
た
」
。
彼
が
「
読
ん
で
く
れ
る
詩
に
は
、
な
に
か
美
し
い
も
の
、
胸
に
響
く

．
も
の
が
あ
っ
て
、
自
然
に
涙
を
流
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
」
と
い
う
。
同
時

に
「
そ
の
頃
は
ま
だ
性
に
無
頓
着
で
」
 
「
中
原
の
求
め
る
ま
ま
に
、
身
体
を
ま

か
す
の
ば
つ
ら
く
」
 
「
自
分
の
生
活
が
あ
衷
り
に
み
じ
め
に
思
え
て
、
気
の
滅
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入
る
こ
と
が
多
く
」
あ
っ
た
と
い
う
。

 
こ
の
微
妙
な
親
和
力
ど
異
和
は
、
た
し
か
に
初
期
の
習
作
的
詩
篇
に
も
色
濃

く
に
b
み
、
そ
・
の
多
く
は
男
女
の
微
妙
な
異
和
を
語
っ
て
い
る
。
そ
の
痕
跡
は
、

当
時
中
原
が
「
ダ
ダ
の
手
帖
」
と
呼
ん
で
い
た
二
冊
の
ノ
ー
ト
は
残
っ
て
お
ら

ず
困
わ
ず
か
に
河
上
徹
太
郎
が
「
中
原
中
也
の
手
紙
に
引
用
し
た
「
タ
バ
コ
と

マ
ン
ト
の
恋
」
 
「
ダ
ダ
音
楽
の
歌
詩
」
な
ど
三
篇
と
「
ノ
ー
ト
ー
9
2
4
」
と

、
呼
ば
れ
る
詩
帖
に
残
る
約
五
十
篇
の
作
品
群
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
に

は
男
を
苦
し
め
る
く
正
直
過
ぎ
親
切
過
ぎ
V
（
「
恋
の
後
悔
」
）
る
女
の
性
癖
や

女
の
〈
空
想
〉
癖
（
「
不
可
入
性
」
）
が
難
じ
ら
れ
、
〈
多
面
体
V
と
し
て
の

ダ
ダ
イ
ス
ト
を
受
け
入
れ
え
ず
（
「
（
ダ
ダ
イ
ス
ト
が
大
砲
だ
の
に
）
」
）
、
そ

の
悲
哀
や
く
威
厳
V
を
理
解
し
え
ぬ
女
の
偏
狂
が
 
（
「
呪
咀
」
）
替
め
ら
れ

る
。

 ．

ｱ
う
し
て
．
〈
ツ
ツ
ケ
ン
ド
ン
に
／
女
は
言
ひ
つ
ぱ
な
し
に
出
て
行
っ
た
V

（
「
ツ
ツ
ケ
ン
ド
ン
に
）
」
）
、
あ
る
い
は
く
女
／
自
分
は
道
草
か
し
ら
／
女
は
摘

 
 
 
 
 
・
（
も
っ
た
い
）

草
と
い
ふ
も
勿
体
な
い
と
い
っ
た
／
俺
は
女
の
目
的
を
知
ら
な
い
さ
う
だ
／

原
因
な
し
の
涙
な
ん
か
出
さ
な
い
と
自
称
す
る
女
か
ら
言
は
れ
た
V
〈
女
は

 
（
は
さ
み
）

 
鋏
 
を
畳
の
上
に
出
し
た
ま
、
／
出
て
行
っ
た
V
（
「
（
女
）
」
）
な
ど
の
詩
句

が
あ
ら
わ
れ
、
微
妙
な
現
実
感
を
漂
わ
す
。
こ
の
未
刊
の
初
期
詩
篇
を
読
み
進

ん
で
ゆ
く
と
、
は
じ
め
の
ダ
ダ
的
な
手
法
や
寓
意
の
飛
躍
的
な
抽
象
性
が
し
だ

い
に
稀
薄
に
な
り
、
こ
の
「
（
ツ
ツ
ケ
ン
ド
ン
に
）
」
と
い
う
詩
篇
の
あ
た
り

 
 
 
 
へ

か
鋤
く
女
V
よ
と
い
う
呼
び
か
け
と
と
も
に
、
現
実
の
異
和
と
倦
怠
の
一
種
屈

 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

折
し
売
お
り
の
ご
と
き
も
の
が
に
じ
み
は
じ
め
、
後
の
縛
帯
独
自
の
詩
法
の
基

F
調
の
ご
と
き
も
の
が
見
え
か
く
れ
し
て
来
る
。

 
と
同
時
に
ま
た
一
面
、
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
も
の
と
し
て
は
彼
が
詩
の
な
か

で
、
そ
の
詩
法
そ
の
も
の
を
問
い
つ
め
、
確
認
し
よ
う
と
し
で
い
る
こ
と
で
あ

る
。
〈
成
程
／
共
に
発
見
す
る
こ
と
が
楽
し
み
な
の
か
／
さ
う
か
、
そ
れ
で
は

俺
に
恋
は
出
来
な
い
／
お
前
を
知
る
影
響
に
／
お
前
の
今
後
発
見
す
る
こ
と
を
，

発
見
し
つ
く
し
て
み
た
か
ら
V
（
「
（
成
程
）
」
）
と
い
う
。
こ
の
女
と
の
異
和
を
．

語
る
口
調
や
言
言
は
い
か
に
も
中
原
ら
し
い
が
、
そ
の
詩
法
へ
の
問
い
も
ま
た

こ
れ
と
無
線
で
は
な
い
。
〈
百
科
辞
典
を
引
き
廻
し
V
 
（
「
（
テ
ン
ピ
に
か
け
，

て
）
」
）
て
何
の
詩
が
書
け
る
か
と
言
い
、
〈
自
然
が
美
し
い
と
い
ふ
こ
と
は
／

自
然
が
カ
ン
ヴ
ァ
ス
の
上
で
も
美
し
い
と
い
ふ
こ
と
か
い
V
（
「
（
酒
は
・
誰
で
も

酔
は
す
）
」
）
と
問
う
。
〈
尊
崇
は
た
ゴ
／
道
中
に
あ
り
V
（
コ
度
」
）
、
〈
過

程
に
興
味
が
存
す
る
ば
か
り
で
す
V
（
「
（
過
程
に
興
味
存
す
る
ば
か
り
で
す
）
」

と
い
う
。
〈
有
限
の
中
の
無
限
は
／
最
も
有
限
な
そ
れ
V
で
あ
り
、
〈
集
積
よ

り
も
流
動
が
／
魂
は
集
積
で
は
あ
り
ま
せ
ん
V
（
同
）
と
い
う
。

 
こ
の
無
限
に
流
動
し
、
過
渡
な
る
も
の
と
し
て
の
く
存
在
V
へ
の
認
識
、
い

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

や
認
識
そ
の
毛
の
を
も
過
渡
な
る
も
の
と
し
て
見
す
え
る
詩
人
の
眼
は
、
そ
の

流
動
す
る
意
識
そ
の
も
の
の
変
転
の
ゆ
え
に
逆
に
、
一
切
の
現
実
、
歴
史
的
材

料
を
相
対
化
し
つ
つ
、
詩
人
が
直
指
す
る
く
命
名
V
の
根
源
性
を
顕
示
す
る
。

こ
う
し
て
ダ
ダ
の
詩
法
そ
の
も
の
を
詩
の
主
題
と
化
し
て
み
せ
る
。

 
〈
名
詞
の
扱
ひ
に
／
ロ
ヂ
ツ
ク
を
忘
れ
た
象
徴
さ
／
俺
の
詩
は
ノ
宣
言
と
作

品
と
の
関
係
は
／
有
機
的
抽
象
と
無
機
的
具
象
と
の
関
係
だ
／
物
質
名
詞
と
印

象
と
の
関
係
だ
／
ダ
ダ
、
つ
て
ん
だ
よ
／
木
馬
、
つ
て
ん
だ
／
原
始
人
の
ド
モ

リ
、
で
も
好
い
／
歴
史
は
材
料
に
は
な
る
さ
／
だ
が
問
題
に
は
な
ら
ぬ
さ
／
此
、

の
ダ
ダ
イ
ス
ト
に
は
／
古
い
作
品
の
紹
介
者
は
／
古
代
の
棺
は
か
う
い
ふ
風
だ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
い
か
）

つ
た
、
な
ん
て
断
り
書
き
を
す
る
／
棺
の
形
が
如
何
に
変
ら
う
と
／
ダ
ダ
イ
ス

ト
が
「
棺
」
と
い
へ
ば
／
何
時
の
時
代
で
も
「
棺
」
と
し
て
通
る
所
に
／
ダ
ヴ
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の
永
遠
性
が
あ
る
／
だ
が
ダ
ダ
イ
ス
ト
は
、
永
遠
性
を
望
む
が
故
に
ダ
ダ
詩
を

書
き
は
せ
ぬ
V
（
「
（
各
詞
の
扱
ひ
に
）
」
。
一
す
で
に
詩
人
の
い
う
と
こ
ろ
は

明
ら
か
だ
が
、
一
切
の
ロ
ジ
ッ
ク
や
概
念
、
さ
ら
に
は
言
葉
の
指
示
的
機
能
や

意
味
を
も
否
定
し
つ
つ
、
な
お
そ
の
く
命
名
V
の
根
源
性
、
永
遠
性
を
い
う

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

・
時
、
そ
の
発
語
の
主
体
、
い
や
、
現
場
と
は
何
か
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

 
く
ダ
ダ
V
と
は
、
〈
原
始
人
の
ド
モ
リ
V
だ
と
言
っ
て
も
よ
い
と
い
う
。
恐

ち
く
こ
の
詩
法
の
あ
り
よ
う
、
ひ
と
つ
の
く
宣
言
V
を
〈
作
品
〉
そ
の
も
の
と

し
て
語
る
と
こ
ろ
に
、
次
の
よ
う
な
詩
篇
が
示
さ
れ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
た
つ
）

 
〈
認
識
以
前
に
書
か
れ
た
詩
i
／
沙
漠
の
た
野
中
で
／
私
は
土
人
に
訊

 
 
ね
ま
し
た
／
「
ク
リ
ス
ト
の
降
誕
し
た
前
日
ま
で
に
／
カ
ラ
カ
ネ
の
／
歌

 
 
を
歌
っ
て
旅
人
が
／
何
人
こ
～
を
通
り
ま
し
た
か
」
／
土
人
は
何
に
も
答

 
 
 
へ
な
い
で
／
遠
い
輿
迎
の
上
の
／
足
跡
を
み
て
ゐ
ま
し
た
 
／
泣
く
も
笑

 
 
ふ
も
此
の
時
だ
／
此
の
時
ぞ
／
泣
く
も
笑
ふ
も
〉
 
（
「
古
代
土
器
の
印

 
 
象
」
）

 
初
期
作
品
、
『
ノ
㌃
ト
ー
9
2
4
』
の
中
で
も
す
ぐ
れ
た
一
篇
ど
し
て
し
ば

し
ば
引
か
れ
る
作
品
だ
が
、
す
で
に
明
ら
か
で
も
あ
ろ
う
、
ダ
ダ
的
志
向
は

お
の
ず
か
ら
に
詩
人
を
詩
的
生
成
の
始
源
の
場
、
．
詩
人
の
い
う
く
認
識
以
前
V

八
名
辞
以
前
V
の
世
界
へ
と
導
く
。
沈
黙
の
瞬
後
、
不
意
に
詩
句
は
く
泣
く
も

笑
ふ
も
V
と
道
化
ぶ
り
に
転
調
し
て
ゆ
く
。
い
や
、
こ
れ
が
道
化
な
ら
ぬ
詩
人

の
生
き
ぎ
る
を
え
ぬ
詩
的
胎
生
の
場
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
詩
碑
は
し
い
ら
れ
て

あ
る
こ
と
の
栄
光
と
悲
運
を
予
感
し
つ
つ
、
そ
の
未
踏
の
場
に
踏
み
入
る
ほ
か

は
あ
る
ま
い
。
爾
後
そ
の
道
化
ぶ
り
も
独
自
の
転
調
の
身
ぶ
り
も
、
ダ
ダ
の
水

脈
は
そ
の
す
べ
て
に
底
流
し
、
そ
の
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
受
容
に
も
か
ら
ん
で
両

者
は
一
種
ね
じ
合
わ
さ
れ
つ
つ
、
特
異
な
詩
法
を
顕
示
し
て
ゆ
く
。

中
原
申
也
一
そ
の
主
題
と
方
法
・
序
説
 
一
短
歌
か
ら
ダ
ダ
イ
ズ
ム
へ
一

 
〈
か
つ
て
私
は
一
切
の
「
立
脚
点
」
だ
っ
た
。
／
か
つ
て
私
は
一
切
の
解
釈

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
じ
じ
）

だ
っ
た
。
V
〈
今
で
は
私
は
／
生
命
の
動
力
学
に
し
か
す
ぎ
な
い
一
／
自
重

を
も
つ
て
私
は
、
む
つ
か
る
特
権
を
感
じ
ま
す
。
ノ
か
く
て
私
に
は
歌
が
の
こ

っ
た
。
／
た
っ
た
一
つ
、
歌
と
い
ふ
が
の
こ
っ
た
。
〉
 
（
「
塵
女
詩
集
序
」
）

1
彼
は
こ
の
よ
う
に
己
れ
の
く
歌
V
の
発
生
を
語
る
。
〈
む
つ
か
る
特
権
〉

が
彼
の
歌
口
を
ひ
ら
き
、
〈
有
限
の
中
の
無
限
は
／
最
も
有
限
な
そ
れ
V
と
い

う
認
識
が
彼
に
ダ
ダ
の
身
ぶ
り
を
、
道
化
を
し
い
る
。
彼
の
詩
法
の
特
性
、
ま

た
そ
の
輝
き
と
は
、
こ
の
く
絶
対
V
と
く
相
対
V
、
求
心
と
遠
心
の
二
者
一
元

と
も
い
う
べ
き
錯
綜
、
点
滅
に
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。

 
 
 
 
 
 
 
 
五
 
 
 
 
電

 
中
原
に
お
け
る
ダ
ダ
が
、
ま
さ
に
彼
の
こ
の
根
源
的
志
向
と
く
有
限
の
中
の

無
限
V
と
し
て
の
く
最
も
有
限
な
そ
れ
V
の
認
識
に
か
か
わ
る
と
す
れ
ば
、
ダ

ダ
と
は
単
に
初
期
の
詩
篇
を
彩
る
紋
様
や
技
法
に
終
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。

そ
の
神
へ
の
謙
抑
が
し
ば
し
ば
神
に
替
っ
て
歌
う
傲
慢
と
解
さ
れ
、
論
断
さ
れ

る
の
も
、
〈
信
V
の
背
後
に
ひ
そ
む
ダ
ダ
的
志
向
の
介
在
を
示
す
も
の
で
あ
ろ

う
。
〈
ダ
ダ
イ
ス
ト
は
、
永
遠
性
を
望
む
が
故
に
ダ
ダ
詩
を
書
き
は
せ
ぬ
V
と

い
う
逆
説
は
、
そ
の
言
葉
通
り
詩
型
の
底
に
深
く
伏
流
し
つ
つ
多
様
な
紋
彩
を

描
き
出
し
て
い
っ
た
。
こ
の
意
味
で
晩
期
の
絶
唱
と
も
い
う
べ
き
、
『
一
つ
の
メ

ル
ヘ
ン
」
も
、
『
ゆ
き
て
か
へ
ら
ぬ
』
な
ど
の
詩
篇
に
も
、
「
ダ
ダ
イ
ズ
ム
と
い

う
生
の
自
己
破
壊
を
感
覚
的
に
統
一
し
た
」
詩
法
の
成
熟
、
「
ダ
ダ
イ
ズ
ム
の

完
成
」
 
（
吉
田
熈
生
）
を
み
る
と
い
う
指
摘
も
頷
く
べ
く
、
中
原
に
お
け
る
ダ

ダ
の
意
味
が
改
め
て
問
い
な
お
さ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。

 
〈
タ
バ
コ
と
マ
ン
ト
が
恋
を
し
た
／
そ
の
筈
だ
／
タ
バ
コ
と
マ
ン
ト
は
同
類
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で
／
タ
バ
コ
が
男
で
マ
ン
ト
が
女
だ
V
（
『
タ
バ
'
コ
と
マ
ン
ト
の
恋
』
）
、
〈
ウ

ハ
キ
は
ハ
ミ
ガ
キ
／
ウ
ハ
バ
ミ
は
ウ
ロ
コ
／
太
陽
が
落
ち
て
／
太
陽
の
世
界
が

始
ま
っ
た
V
（
『
ダ
ダ
の
音
楽
の
歌
詞
』
）
ー
ー
こ
れ
ら
は
初
期
ダ
ダ
詩
篇
の
な

か
で
も
し
ば
し
ば
引
か
れ
る
も
の
の
一
節
だ
が
、
た
し
か
に
こ
れ
ら
の
い
ず
れ

も
が
く
ダ
ダ
音
楽
V
に
つ
け
ら
れ
た
く
歌
詞
V
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

ダ
ダ
的
理
法
が
い
か
に
も
明
快
に
表
現
さ
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
中
原
に
と
つ

 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

て
こ
れ
は
や
は
り
作
品
以
前
の
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
 
す
で
に
見
た

『
ノ
ー
ト
ー
9
2
4
」
の
な
か
か
ら
、
，
彼
が
「
山
羊
の
歌
」
に
収
録
し
た
唯
一

の
作
品
と
し
て
巻
頭
の
『
春
の
日
の
夕
暮
」
が
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
く
ダ
ダ
音

楽
V
の
く
歌
詞
〉
な
ら
ぬ
、
中
原
独
自
の
く
音
楽
V
の
な
か
に
ダ
ダ
着
く
歌

詞
V
が
収
録
さ
れ
、
そ
の
詩
的
情
感
の
な
か
に
み
ご
と
に
溶
解
し
て
ゆ
く
さ
ま

を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

 
〈
ト
タ
ン
が
セ
ン
ベ
イ
食
べ
て
／
春
の
日
の
夕
暮
は
穏
か
で
す
／
ア
ン
ダ
ー

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
あ
あ
）

 
 
ス
ロ
ー
さ
れ
た
石
が
蒼
ざ
め
て
／
春
の
日
の
夕
暮
は
静
か
で
す
 
ノ
呼
1

 
 
（
か
か
し
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
な
な

 
 
案
山
子
は
な
い
か
I
l
あ
る
ま
い
／
馬
噺
く
か
一
睡
き
は
し
ま
い
／

 
 
た
だ
た
だ
月
の
光
の
ス
メ
ラ
ン
と
す
る
ま
～
に
／
従
順
な
の
は
 
春
の
日

 
 
の
夕
暮
か
 
／
ポ
ト
ポ
ト
と
野
の
中
に
伽
藍
は
丸
く
／
荷
馬
車
の
車
輪

 
 
油
を
失
ひ
／
私
が
歴
史
的
現
在
に
物
を
云
へ
ば
／
嘲
る
嘲
る
 
空
と
山
と

 
 
が
 
／
瓦
が
一
枚
 
は
ぐ
れ
ま
し
た
／
こ
れ
か
ら
春
の
日
の
夕
暮
は
／
無

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
み
つ
か

 
 
言
な
が
ら
前
進
し
ま
す
／
自
ら
の
 
静
脈
管
の
中
へ
で
す
V

 
こ
こ
か
ら
「
山
羊
の
歌
」
は
は
じ
ま
る
わ
け
だ
が
、
こ
こ
に
は
た
し
か
に
評

家
の
い
う
「
入
る
固
有
の
音
調
」
 
（
秋
山
駿
『
知
れ
ざ
る
炎
」
）
と
も
い
う
べ

き
も
の
が
に
じ
ん
で
い
る
。
彼
が
ダ
ダ
か
ら
、
高
橋
新
吉
の
詩
と
の
出
会
い
か

ら
掴
み
と
っ
た
も
の
の
底
に
あ
っ
た
も
の
は
何
か
。
「
高
橋
新
吉
／
ま
あ
な
ん

と
調
子
の
低
い
作
品
を
毒
し
た
の
だ
ら
う
！
 
／
世
界
で
一
番
調
子
の
低
い
1

／
そ
れ
が
、
彼
の
素
晴
し
さ
1
」
 
（
日
記
、
昭
2
・
2
・
5
）
ど
は
中
原
の
い

う
こ
ろ
だ
が
、
「
『
調
子
の
低
い
」
こ
と
ー
ー
そ
れ
が
彼
の
求
め
た
も
の
で
あ

り
、
生
の
綱
領
で
あ
っ
た
。
調
子
の
低
い
。
そ
れ
こ
そ
か
彼
の
魂
の
リ
ア
リ
テ

ィ
を
知
ら
せ
る
も
の
で
」
あ
り
、
「
そ
れ
は
ま
た
彼
の
詩
集
を
一
貫
し
て
貫
く
、

堅
持
さ
れ
た
詩
法
で
あ
っ
た
」
 
（
同
）
と
い
う
評
家
の
指
摘
は
頷
く
べ
き
も
の

が
あ
ろ
う
。
こ
の
「
低
い
調
子
」
こ
そ
は
「
彼
の
生
命
の
リ
ズ
ム
に
よ
く
似
」

た
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
彼
が
言
葉
な
ら
ぬ
く
存
在
V
そ
の
も
の
の
底
か

ら
、
あ
の
く
有
限
の
中
の
無
限
V
と
し
て
の
、
〈
最
も
有
限
V
な
る
も
の
と
し
・

て
の
く
我
V
の
認
識
か
ら
歩
み
は
じ
め
ん
と
す
る
時
、
彼
が
い
や
お
う
な
く
え

ら
び
と
ら
ざ
る
を
え
ぬ
詩
法
の
帯
び
る
基
調
音
の
ご
と
き
も
の
で
あ
っ
た
。

 
作
中
く
春
の
日
の
夕
暮
V
は
擬
人
化
さ
れ
て
い
る
が
、
〈
無
言
な
が
ら
V

〈
前
進
V
す
る
く
春
の
日
の
夕
暮
V
と
は
、
ま
た
詩
人
自
身
の
姿
に
ほ
か
な
る

ま
い
。
〈
私
が
歴
史
的
現
在
に
物
を
云
へ
ば
／
嘲
る
嘲
る
空
と
山
と
が
V
と
い

う
対
人
的
葛
藤
の
喩
を
か
か
え
て
、
詩
人
は
し
ず
か
に
く
自
ら
の
静
脈
管
の
申

へ
」
と
く
無
言
〉
の
く
前
進
∀
を
は
じ
め
る
。
こ
こ
に
中
原
が
『
倦
怠
者
の

詩
の
意
志
』
と
題
し
て
、
〈
此
の
時
／
夏
の
日
の
海
が
現
は
れ
る
！
／
思
想
と

体
が
一
緒
に
前
進
す
る
／
努
力
ル
た
意
志
で
は
な
い
か
ら
で
す
V
と
唱
っ
た
、

 
 
 
 
 
 
 
 
へ

同
じ
『
ノ
ー
，
ト
ー
9
2
4
』
中
の
詩
篇
と
の
深
い
照
応
を
見
る
評
家
（
吉
田
熈

生
）
、
の
す
ぐ
れ
た
指
摘
も
あ
る
が
、
た
し
か
に
く
無
言
V
の
く
前
進
V
の
背
後

に
は
く
倦
怠
者
の
持
つ
意
志
V
が
感
じ
ら
れ
、
〈
思
想
と
体
が
一
緒
に
前
進
す

る
〉
と
こ
ろ
が
ら
彼
の
独
巨
の
音
調
が
、
あ
の
く
低
い
調
子
V
が
生
ま
れ
出
て

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
詩
人
の
歩
行
は
始
ま
り
、
『
山
羊

の
歌
」
の
世
界
が
あ
ら
わ
れ
る
。
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'

 
す
で
に
そ
の
独
自
な
詩
法
の
所
在
は
明
ら
が
だ
が
、
同
時
に
ダ
ダ
的
志
向
も

ま
た
晩
期
に
至
る
ま
で
失
わ
れ
て
は
い
な
い
。
角
川
版
『
中
原
中
也
全
集
』
（
昭

42
`
4
6
）
の
編
集
に
際
し
「
そ
の
作
品
を
全
部
読
み
返
し
、
特
に
ダ
ダ
的
傾
向

が
、
彼
の
作
品
の
根
底
に
あ
り
、
時
々
顕
著
に
溢
出
し
て
い
る
の
を
認
め
た
」
と

大
岡
昇
平
氏
は
い
う
。
「
新
発
見
の
『
道
化
の
臨
終
』
は
国
窪
目
Φ
∪
巴
蝕
の
鉱
ρ
錯
。

と
傍
題
さ
れ
」
、
晩
期
の
作
品
で
あ
る
こ
と
を
み
れ
ば
、
 
ダ
ダ
は
最
後
ま
で

中
原
と
か
か
わ
り
、
そ
の
傍
題
の
示
す
ご
と
く
ダ
ダ
と
道
化
が
不
離
な
る
も
の

と
す
れ
ば
、
中
原
に
お
け
る
道
化
と
は
何
か
が
改
め
て
聞
わ
れ
ね
ば
な
る
ま

い
。

占ノ、

 
中
原
に
お
け
る
道
化
と
は
何
か
。
恐
ら
く
そ
れ
は
ダ
ダ
イ
ズ
ム
に
始
ま
り
、

そ
の
詩
に
し
ば
し
ば
繰
り
返
さ
れ
る
あ
の
盗
塁
の
転
調
、
一
種
ふ
し
ぎ
な
身
ぶ

り
の
ね
じ
れ
と
無
縁
で
は
あ
る
ま
い
。
た
と
え
ば
初
期
の
詩
篇
『
春
の
夜
』
を

み
れ
ば
ど
う
か
。
 
 
 
 
．
 
 
 
 
 
 
 
'

 
 
い
ぶ
し
ぎ
ん

 
く
漁
銀
な
る
窓
枠
の
中
に
な
ご
や
か
に
／
一
枝
の
花
、
桃
色
の
花
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
、
に
わ
 
つ
ち
も
 
つ
け
ぼ
く
ろ

 
 
ノ
月
光
う
け
て
失
神
し
／
庭
の
凸
面
は
附
黒
子
。
ノ
 
あ
～
こ
と
も
な
し

 
 
こ
と
も
な
し
／
燦
々
よ
は
に
か
み
立
ち
ま
は
れ
。
 
ノ
こ
の
す
皮
う
な
る

 
 
 
 
ね

 
 
物
の
音
に
／
希
望
は
あ
ら
ず
、
さ
て
は
ま
た
、
雪
曇
も
あ
ら
ず
。
 
ノ
山

 
つ
つ
ま
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
う
ち

 
 
虚
し
き
木
工
の
み
、
／
夢
の
裡
な
る
隊
商
の
そ
の
足
車
も
ほ
の
み
ゆ
れ
。

 
 
 
 
 
う
ち
 
 
 
 
 
 
 
ド
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ご
ろ
も

 
 
ノ
窓
の
中
に
は
さ
は
や
か
の
、
お
ぼ
ろ
の
／
砂
の
色
せ
る
黒
衣
。
 
ノ
か

 
 
び
ろ
き
胸
の
ピ
ア
ノ
鳴
り
／
祖
先
は
あ
ら
ず
、
親
も
消
ぬ
。
 
ノ
息
み
し

 
 
 
 
い
つ
く
 
 
 
 
 
 
さ
ふ
ら
ん
い
ろ

 
 
犬
の
何
庭
に
か
、
／
蕃
紅
花
色
に
湧
き
い
つ
る
／
春
の
夜
や
。
V

 
こ
の
一
種
ヴ
ェ
ル
，
レ
ー
ヌ
風
の
敬
慶
と
ダ
ダ
的
飛
躍
を
織
り
ま
ぜ
た
詩
調
の

中
原
中
也
一
そ
の
主
題
と
方
法
・
序
説
 
i
短
歌
か
ら
ダ
ダ
イ
ズ
ム
へ
一

な
か
に
一
〈
あ
～
こ
と
も
な
し
こ
と
も
な
し
／
樹
々
よ
は
に
か
み
立
ち
ま
は

れ
V
と
い
う
一
句
の
挿
入
は
、
殆
ど
不
意
打
ち
の
ご
と
く
み
ご
と
な
転
調
を
示

す
。
こ
の
背
景
に
は
明
ら
か
に
上
田
敏
訳
の
『
海
潮
音
』
中
の
周
知
の
詩
篇

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
し
た

「
春
の
朝
」
（
ブ
ラ
ウ
ニ
ン
グ
）
が
あ
る
と
み
て
よ
い
。
〈
時
は
春
／
日
は
朝

／
朝
は
七
時
／
片
岡
に
露
み
ち
て
／
揚
雲
雀
な
の
り
い
で
／
蝸
牛
枝
に
這
ひ
／

神
、
そ
ら
に
知
う
し
め
す
／
す
べ
て
世
は
事
も
な
し
V
と
い
う
一
こ
の
終
末

の
部
分
が
、
初
期
の
未
刊
詩
篇
『
秋
の
旧
」
で
は
一
〈
あ
～
天
に
神
は
み
て

も
あ
る
〉
と
い
う
結
句
と
な
り
（
 
『
春
の
夜
」
で
は
〈
あ
～
こ
と
も
な
し
こ
と

も
な
し
〉
と
い
う
詩
句
に
転
じ
て
い
る
が
、
詩
人
は
こ
こ
で
一
瞬
身
を
ね
じ
る

よ
う
に
し
て
、
〈
樹
々
よ
は
に
か
み
立
ち
ま
は
れ
V
と
唱
ヶ
。
申
原
独
自
の
含

董
と
自
虐
の
パ
ロ
デ
ィ
と
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
だ
が
、
こ
の
含
菱
か
ら
道
化
の
身

ぶ
り
に
転
じ
て
ゆ
く
契
機
と
し
て
、
〈
あ
～
天
に
神
は
み
て
も
あ
る
V
と
い
う

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

〈
神
の
眼
〉
の
介
在
す
る
こ
と
は
注
目
し
て
よ
か
ろ
う
。
中
原
に
お
け
る
敬
重

 
ヘ
 
 
へ

と
道
化
は
、
そ
の
詩
篇
を
つ
ヶ
ぬ
く
二
本
の
柱
の
よ
う
な
も
の
だ
が
、
そ
れ
は
、

一
見
対
極
と
み
え
て
実
は
背
中
合
せ
に
は
り
つ
い
て
い
る
。

 
〈
あ
あ
、
神
様
、
 
こ
れ
が
す
べ
て
で
ご
ざ
い
ま
す
、
／
尽
す
な
く
尽
さ
る

る
な
く
、
／
心
の
ま
ま
に
う
た
へ
る
心
こ
そ
／
こ
れ
が
す
べ
て
で
ご
ざ
い
ま

す
！
V
（
「
夏
は
青
い
空
に
…
…
』
〉
と
唱
い
、
〈
神
様
、
今
こ
そ
私
は
貴
方

の
御
前
に
額
つ
く
こ
と
が
出
来
ま
す
。
／
こ
の
強
情
な
私
奴
が
、
散
々
の
果
て

に
、
／
ま
た
そ
の
果
て
の
遅
疑
・
痴
呆
の
果
て
は
、
／
貴
方
の
御
前
に
額
つ
く

こ
と
が
出
来
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
V
（
「
悲
し
い
歌
』
）
と
い
う
。
こ
の
真
率

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ね
が

な
告
白
体
が
一
転
す
れ
ば
-
」
〈
希
は
く
は
 
お
道
化
お
道
化
て
、
／
な
が
ら

へ
し
 
小
者
に
は
あ
れ
、
／
冥
福
の
 
多
か
れ
か
し
と
、
／
神
に
は
も
．
祈
ら

せ
給
へ
 
（
『
道
化
の
臨
終
』
）
と
い
う
道
化
の
自
画
像
へ
と
転
じ
て
ゆ
く
こ
と
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が
注
目
が
さ
れ
よ
う
。

 
こ
の
く
澤
＆
Φ
U
鋤
α
巴
ω
氏
ρ
二
〇
V
と
銘
う
た
れ
た
『
道
化
の
臨
終
」
の
書
か

れ
た
昭
和
九
年
に
は
、
『
骨
』
『
お
道
化
う
た
」
『
秋
岸
清
涼
居
士
』
『
誘
蛾
燈
詠

歌
」
を
は
じ
め
ダ
ダ
調
の
詩
篇
が
多
作
さ
れ
、
「
〈
道
化
の
臨
終
V
の
季
節
」

（
吉
田
熈
生
）
で
も
あ
っ
た
が
、
そ
の
多
く
に
死
の
モ
チ
ー
フ
が
深
く
流
れ
て

い
る
こ
と
は
見
逃
せ
ま
い
。
〈
ホ
ラ
ホ
ラ
、
こ
れ
が
僕
の
骨
だ
、
V
に
始
ま

り
、
野
ざ
ら
し
と
な
っ
た
自
分
の
く
骨
V
に
対
面
す
る
幻
想
上
の
く
僕
V
と
い

う
、
こ
の
世
の
時
問
と
非
在
の
時
間
が
交
錯
し
つ
つ
、
一
種
ふ
し
ぎ
な
リ
ア
リ

テ
ィ
を
か
も
す
『
骨
」
が
「
洗
練
さ
れ
た
く
道
化
の
臨
終
V
」
（
吉
田
熈
生
）
だ

と
す
れ
ば
、
晩
期
の
詩
篇
『
春
日
狂
想
』
は
ま
さ
に
そ
の
く
道
化
う
た
V
の
完

成
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
そ
の
詩
作
を
貫
く
生
涯
の
道
化
ぶ
り
の
頂
点
に
立
つ
も

の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
詩
篇
の
絶
妙
な
諸
句
の
展
開
は
み
ご
匙
と
い
う
ほ
か
は
な

く
、
散
文
で
い
え
ば
太
宰
の
語
り
口
を
想
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
が
、
こ
の
く
愛

す
る
も
の
V
を
喪
っ
た
悲
し
み
を
〈
奉
仕
の
気
持
〉
に
生
き
る
ほ
か
は
な
い
と

観
じ
つ
つ
、
し
か
も
こ
の
人
生
と
の
微
妙
な
異
和
を
戯
文
の
体
に
語
り
、
〈
ハ

イ
、
で
は
み
な
さ
ん
、
ハ
イ
、
御
一
緒
に
ー
ー
／
テ
ム
ポ
正
し
く
、
握
手
を
し

ま
せ
う
〉
の
結
句
に
至
る
こ
の
詩
篇
の
展
開
に
、
人
生
と
の
」
和
解
」
 
（
中
村

稔
『
言
葉
な
き
歌
」
）
を
み
る
か
、
和
解
な
ら
ぬ
「
当
惑
の
体
」
 
（
分
銅
惇
作

『
申
原
中
也
』
）
を
み
る
か
、
論
の
別
れ
る
と
こ
ろ
だ
が
、
〈
陽
気
で
、
担
々
と
し

て
、
而
も
己
れ
を
売
ら
な
い
こ
と
V
（
『
寒
い
夜
の
自
我
像
」
Y
と
い
う
倫
理
的

表
白
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
み
る
と
い
う
評
家
（
申
村
稔
）
の
指
摘
は
頷
ぐ

べ
く
、
こ
こ
で
も
謙
抑
と
自
嘲
的
含
董
の
道
化
ぶ
り
が
微
妙
に
点
滅
し
つ
つ
、

見
事
な
一
枚
の
タ
ブ
ロ
レ
を
織
り
な
す
。

 
太
宰
に
あ
っ
て
も
く
道
化
V
が
し
ば
し
ば
語
ら
れ
る
が
、
太
宰
の
道
化
が
対

，

人
関
係
を
基
軸
と
す
る
の
に
対
し
て
、
噛
中
原
の
そ
れ
が
絶
対
者
の
視
角
の
な
か

 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

に
身
を
横
た
え
る
対
神
的
基
軸
に
立
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
見
て
来

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

た
通
り
で
あ
る
。
あ
え
て
敬
慶
と
道
化
を
盾
の
表
裏
と
見
、
二
者
一
元
の
も
の

と
も
み
る
ゆ
え
ん
だ
が
、
そ
の
含
董
の
転
調
が
し
ば
し
ば
『
春
の
夜
」
の
七
五

調
や
、
 
『
春
肝
狂
想
」
の
八
七
調
の
ご
と
き
軽
快
な
韻
律
を
伴
な
っ
て
い
る
こ

と
が
注
目
さ
れ
る
。
恐
ら
く
中
原
の
詩
に
多
く
見
乃
七
五
調
も
ま
た
、
単
な
る

技
法
の
問
題
を
超
え
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
道
化
や
ダ
ダ
的
志
向
と
無
縁
の
も

の
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
こ
う
し
て
七
五
の
問
題
に
お
い
て
も
、
こ
と
は
そ

の
詩
法
の
根
源
に
か
か
わ
っ
て
来
る
わ
け
だ
が
、
こ
こ
で
は
序
説
的
考
察
と
し

て
、
ひ
ど
先
ず
こ
の
あ
た
り
で
と
ど
め
て
お
き
た
い
。
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