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一
　
は
じ
め
に

　

一
八
九
〇
年
代
か
ら
一
九
〇
〇
年
代
初
め
に
か
け
て
島
崎
藤
村
は
多
く
の

詩
を
発
表
し
、
そ
の
成
果
は
『
若
菜
集
』（
春
陽
堂
、
一
八
九
七
・
八
）
以
下

四
つ
の
詩
集
に
ま
と
め
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
藤
村
は
詩
作
か
ら
離
れ
た
が
、

四
冊
か
ら
散
文
を
除
い
て
合
本
化
し
た
『
藤
村
詩
集
』（
春
陽
堂
、
一
九
〇
四
・

九
・
以
下
『
合
本
詩
集
』）
は
評
判
を
呼
び
、
改
良
を
経
な
が
ら
、
版
を
重
ね
た
。

わ
け
て
も
、『
藤
村
詩
抄
』（
岩
波
文
庫
、
一
九
二
七
・
七
・
以
下
『
詩
抄
』）
は

そ
れ
ま
で
以
上
に
広
範
な
読
者
を
獲
得
し
今
日
ま
で
、
藤
村
詩
の
決
定
版
と

も
言
え
る
地
位
を
占
め
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
自
序
「
抄
本
を
出
す
に
つ

き
て
」
に
「
編
み
方
に
意
を
用
ひ
た
な
ら
、
抄
本
は
抄
本
と
し
て
意
味
あ
る

も
の
と
な
ら
う
か
と
思
ふ
」
と
あ
る
よ
う
に
、『
詩
抄
』
で
は
単
な
る
抄
版

化
で
は
な
く
、
大
幅
な
作
品
の
厳
選
、
配
置
変
更
が
施
さ
れ
た
。
ま
た
、
編

集
者
小
林
勇
に
よ
れ
ば
、
自
選
詩
集
と
い
う
企
画
は
春
陽
堂
と
の
契
約
関
係

に
縛
ら
れ
て
い
た
藤
村
に
と
っ
て
非
常
に
魅
力
的
な
も
の
だ
っ
た
と
の
こ
と

で
あ
る
（「
円
本
・
岩
波
文
庫
な
ど
」「
信
濃
毎
日
新
聞
」
一
九
七
四
・
一
・
一
六
）。

し
か
し
、
藤
村
は
自
選
詩
集
に
何
故
そ
れ
ほ
ど
拘
泥
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

そ
の
よ
う
な
疑
問
に
対
し
て
同
時
期
の
藤
村
の
活
動
を
横
に
置
い
て
み
る

こ
と
は
恐
ら
く
有
効
で
あ
ろ
う
。『
詩
抄
』
刊
行
の
前
後
、
藤
村
は
そ
の
半

生
を
回
想
し
た
多
く
の
随
筆
を
発
表
し
た
。
ま
た
、
そ
こ
で
述
べ
ら
れ
た
内

容
は
多
少
形
を
変
え
な
が
ら
小
説
内
で
も
反
芻
さ
れ
た
。
そ
う
し
た
仕
事
を

通
じ
て
、
藤
村
は
自
身
の
軌
跡
を
語
り
直
し
、
自
ら
の
作
家
イ
メ
ー
ジ
を
描

い
た
。
そ
こ
に
は
当
然
な
が
ら
詩
作
時
代
へ
の
言
及
も
含
ま
れ
て
い
た
が
、

自
ら
厳
選
し
た
と
い
う
『
詩
抄
』
は
詩
の
置
き
替
え
や
取
捨
選
択
な
ど
の
編0

集0

に
よ
っ
て
新
た
な
物
語
を
描
き
出
す
こ
と
で
、
一
連
の
自
己
イ
メ
ー
ジ
形

成
の
作
業
を
別
の
面
か
ら
支
え
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
更
に
踏
み

込
ん
で
言
え
ば
、
詩
と
い
う
短
い
文
章
形
式
の
操
作
に
よ
っ
て
、
む
し
ろ
随

筆
や
小
説
に
描
か
れ
て
き
た
藤
村
自
身
の
イ
メ
ー
ジ
が
よ
り
端
的
に
示
さ
れ

て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

一
方
で
、
岩
波
文
庫
は
、
円
本
ブ
ー
ム
に
対
し
て
古
典
的
価
値
が
あ
る
作

品
の
安
価
で
の
提
供
を
謳
っ
た
企
画
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
円
本
と
異
な

り
、
一
冊
ず
つ
買
え
た
こ
と
が
よ
り
多
く
の
若
い
読
者
の
獲
得
を
手
伝
っ

　

岩
波
文
庫
『
藤
村
詩
抄
』
に
お
け
る
編
集
の
意
味

─
─ 

一
九
二
〇
年
代
の
藤
村
に
お
け
る
自
己
イ
メ
ー
ジ
形
成
と
の
関
係
か
ら 

─
─

栗
　
原
　
　
　
悠
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て
、
刊
行
当
初
か
ら
話
題
に
な
っ
て
い
た
。『
詩
抄
』
は
同
じ
く
藤
村
編
集

の
『
北
村
透
谷
集
』
と
共
に
そ
の
第
一
回
配
本
で
あ
っ
た
。

　

つ
ま
り
、『
詩
抄
』
は
そ
れ
自
体
ほ
と
ん
ど
議
論
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、

藤
村
自
身
の
イ
メ
ー
ジ
形
成
の
問
題
と
出
版
メ
デ
ィ
ア
史
上
の
問
題
の
結
節

点
に
あ
り
、
そ
の
編
集
が
ど
の
よ
う
な
方
針
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
ど
の
よ
う

な
意
味
を
持
つ
の
か
を
問
う
こ
と
に
は
大
き
な
意
義
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
本

稿
で
は
主
と
し
て
『
合
本
詩
集
』
か
ら
『
詩
抄
』
の
一
つ
前
の
版
で
あ
る
訂

正
増
補
四
九
版
『
藤
村
詩
集
』（
春
陽
堂
、
一
九
一
七
・
九
・
以
下
『
改
刷
詩
集
』）

の
旧
版
、
お
よ
び
そ
れ
に
自
作
解
説
と
随
筆
を
付
し
て
『
詩
抄
』
か
ら
九
年

後
に
刊
行
さ
れ
た
自
選
抄
本
『
早
春
』（
新
潮
社
、
一
九
三
六
・
四
）
と
の
異

同
か
ら
『
詩
抄
』
の
位
置
付
け
を
析
出
し
て
い
く
。

二
　〈
若
菜
集
よ
り
〉

　
　
─
─
「
草
枕
」
に
込
め
ら
れ
た
期
待
と
不
安
の
旅
路

　
『
詩
抄
』
は
〈
若
菜
集
よ
り
〉
以
下
四
詩
集
別
の
部
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

『
改
刷
詩
集
』
で
『
夏
草
』
部
に
合
併
さ
れ
て
〈
春
や
い
づ
こ
に
〉
一
章
と

な
っ
て
い
た
『
一
葉
舟
』
は
再
び
一
つ
の
部
に
戻
さ
れ
た
。

　

ま
ず
注
目
す
べ
き
は
「
草
枕
」（
初
出
「
文
學
界
」
一
八
九
七
・
二
・
総
題
「
さ

わ
ら
び
」）
以
下
冒
頭
三
作
品
の
位
置
で
あ
る
。「
草
枕
」
は
旧
版
で
は
目
立

つ
配
置
に
な
か
っ
た
が
、『
詩
抄
』
で
は
「
序
の
う
た
」（
旧
版
で
は
「
序
詩
」）

の
次
に
移
さ
れ
た
。「
抄
本
を
出
す
に
つ
き
て
」
に
も
「
心
の
旅
の
宮
城
野

の
」（
一
〇
連
）
か
ら
「
色
無
き
石
も
花
と
見
き
」（
一
一
連
）
が
引
か
れ
、「
私

が
一
生
の
曙
は
こ
ん
な
風
に
し
て
開
け
て
来
た
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る１
。
ま

た
、
後
述
す
る
が
、
こ
の
「
草
枕
」
と
い
う
表
現
、
そ
れ
が
意
味
す
る
、
人

生
を
「
漂
泊
の
旅
」
と
捉
え
る
思
想
は
藤
村
の
文
章
に
頻
繁
に
用
い
ら
れ
て

お
り
、
そ
う
し
た
作
品
が
『
詩
抄
』
の
冒
頭
に
置
か
れ
た
意
味
は
無
視
出
来

な
い
。
越
智
治
雄
「
若
菜
集
論
」（
吉
田
精
一
監
修
、
文
学
史
の
会
編
『
近
代
詩

集
の
探
究
─
─
そ
の
解
釈
と
分
析
─
─
』
学
燈
社
、
一
九
六
二
・
九
）
に
代
表
さ
れ

る
よ
う
に
、「
草
枕
」
は
『
若
菜
集
』
全
体
の
構
成
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、「
な

げ
き
と
、
わ
づ
ら
ひ
」
を
「
漂
泊
の
旅
」
に
よ
っ
て
克
服
し
、「
人
生
の
春
」

に
至
る
物
語
と
し
て
読
ま
れ
て
き
た
。
藤
村
自
身
の
扱
い
を
見
て
も
「
草
枕
」

が
『
若
菜
集
』
を
凝
縮
さ
せ
た
作
品
と
見
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
が
、
十
川

信
介
（『
島
崎
藤
村
─
─
「
一
筋
の
街
道
」
を
進
む
─
─
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇

一
二
・
八
、「
第
二
章
『
若
菜
集
』
の
青
春
」）
が
指
摘
し
た
如
く
、
こ
こ
で
の
「
春
」

は
二
八
か
ら
三
〇
連
に
か
け
て
の
結
部
に
推
定
の
形
で
表
現
さ
れ
た
、
ま
だ

来
ぬ
「
春
」
で
あ
っ
て
、
そ
れ
故
に
「
新
生
」
へ
の
期
待
と
「
な
げ
き
と
、

わ
づ
ら
ひ
」
の
不
安
が
入
り
混
じ
っ
た
二
面
性
の
あ
る
心
境
が
表
白
さ
れ
て

い
る
。
越
智
は
「
草
枕
」
を
「
春
」
の
実
感
と
断
定
し
て
い
る
が
、『
詩
抄
』

冒
頭
の
「
草
枕
」
は
そ
の
位
置
か
ら
し
て
も
実
感
以
前
の
揺
れ
る
感
情
を
読

む
べ
き
で
あ
る
。

　
「
二
つ
の
声
」
は
『
改
刷
詩
集
』
で
は
「
草
枕
」
と
同
じ
〈
生
の
あ
け
ぼ
の
〉

に
入
っ
て
い
た
も
の
の
、初
出
（「
文
學
界
」
一
八
九
六
・
一
〇
・
総
題
「
一
葉
舟
」）、

旧
版
共
に
関
係
の
深
い
作
品
と
は
言
え
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
「
草

枕
」
と
並
ぶ
こ
と
で
そ
の
性
格
を
引
き
出
す
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
こ
う
し

た
初
出
時
の
構
成
に
囚
わ
れ
な
い
自
由
な
再
構
成
は
初
刊
の
『
若
菜
集
』
か

ら
既
に
見
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、『
詩
抄
』
で
は
そ
れ
が
い
っ
そ
う
推

し
進
め
ら
れ
た
。
こ
の
作
品
で
は
「
昼
」
と
「
暮
」
が
擬
人
化
さ
れ
、
そ
の

声
は
「
そ
こ
に
声
あ
り
命
あ
り
／
そ
こ
に
名
あ
り
と
う
た
ひ
つ
ゝ
」、「
こ
ゝ
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に
永
き
あ
り
遠
き
あ
り
／
こ
ゝ
に
死
あ
り
と
う
た
ひ
つ
ゝ
」
と
対
照
的
な
も

の
と
し
て
併
存
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。『
詩
抄
』
に
お
け
る
「
漂
泊
の
旅
」
の

遍
歴
に
は
そ
う
し
た
相
反
す
る
心
情
や
定
ま
ら
な
い
心
境
が
付
随
し
て
お

り
、「
人
生
の
春
」
は
容
易
に
達
成
さ
れ
な
い
。

　
「
松
島
瑞
巌
寺
に
遊
び
て
」
は
旧
版
で
は
い
ず
れ
も
『
若
菜
集
』
中
の
末

部
に
あ
っ
た
。
春
を
扱
っ
た
作
品
の
多
い
冒
頭
部
に
冬
を
歌
っ
た
作
品
が
あ

る
の
は
不
自
然
に
も
思
え
る
が
、
初
出
は
「
草
枕
」
と
同
じ
で
あ
り
、
か
つ

藤
村
が
実
際
に
訪
れ
た
土
地
に
言
及
し
て
い
る
の
は
『
若
菜
集
』
作
品
中
に

は
こ
の
二
つ
し
か
な
く
、
そ
の
意
味
で
「
草
枕
」
と
共
に
藤
村
本
人
の
旅
を

印
象
付
け
る２
。
ま
た
そ
れ
と
同
時
に
、「
宮
城
野
」
も
「
松
島
」、「
瑞
巌
寺
」

も
藤
村
の
思
想
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
松
尾
芭
蕉
の
『
お
く
の
ほ
そ
道
』

に
描
か
れ
た
土
地
で
あ
っ
た
。
い
ず
れ
の
旧
版
に
も
見
ら
れ
な
か
っ
た
こ
の

冒
頭
三
作
品
の
大
幅
な
変
更
は
『
詩
抄
』
に
ま
ず
藤
村
本
人
の
期
待
と
不
安

0

0

0

0

0

を
抱
え
た
旅
路

0

0

0

0

0

0

と
い
う
性
格
を
与
え
て
い
る
。

　

そ
の
他
〈
若
菜
集
よ
り
〉
前
半
の
作
品
は
『
改
刷
詩
集
』
の
章
立
て
を
基

本
と
し
、
そ
れ
に
倣
え
ば
、〈
生
の
あ
け
ぼ
の
〉
に
〈
六
人
の
処
女
〉
が
合

併
さ
れ
た
形
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
初
出
時
か
ら
六
作
一
組
を
堅
持
し

て
お
り
、
前
五
作
に
最
後
の
「
お
き
く
」
が
語
り
か
け
る
構
成
も
そ
れ
自
体

完
結
し
て
い
る
。『
改
刷
詩
集
』
で
は
一
章
、
そ
れ
以
前
の
版
で
は
冒
頭
に

置
か
れ
、
独
立
し
た
印
象
が
強
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
他
作
品
の
間

に
移
さ
れ
、
章
題
も
外
さ
れ
て
、
全
体
の
中
に
溶
け
込
ん
だ
も
の
と
し
て
読

む
こ
と
も
可
能
に
な
る
。
例
え
ば
、「
お
き
ぬ
」
で
は
盲
目
の
女
性
に
転
生

し
た
天
上
の
猛
鷲
が
「
恋
」（
精
神
的
な
恋
愛
）
と
「
色
」（
肉
体
的
な
情
欲
）

の
板
挟
み
に
な
り
、「
天
と
地
と
に
迷
ひ
ゐ
る
身
の
定
め
こ
そ
悲
し
け
れ
」

（
四
連
）
と
叫
ぶ
が
、
相
反
す
る
も
の
を
そ
の
ま
ま
に
描
く
と
い
う
の
は
ま

さ
に
「
草
枕
」、「
二
つ
の
声
」
に
連
な
る
作
品
と
言
え
る
。
こ
う
し
た
例
は

『
詩
抄
』
末
部
に
も
見
ら
れ
る
の
で
後
述
す
る
。

　

後
半
の
作
品
は
〈
秋
の
思
〉
の
「
雲
の
ゆ
く
へ
」
と
「
小
詩
二
首
」（『
詩
抄
』

の
「
ゆ
ふ
ぐ
れ
し
づ
か
に
」、「
月
夜
」）
の
間
に
〈
深
林
の
逍
遥
其
他
〉
の
二
、

三
番
目
だ
っ
た
「
母
を
葬
る
の
う
た
」、「
合
唱
」
が
挟
ま
れ
、
あ
と
は
〈
深

林
の
逍
遥
其
他
〉
の
「
深
林
の
逍
遥
」（『
改
刷
詩
集
』
で
は
章
冒
頭
）
が
前
の

版
と
同
じ
最
後
に
戻
さ
れ
た
以
外
そ
の
ま
ま
並
ん
で
い
る
。「
母
を
葬
る
の

う
た
」
は
文
字
通
り
、
一
八
九
六
年
に
亡
く
な
っ
た
実
母
ぬ
い
へ
の
挽
歌
、

あ
る
い
は
そ
こ
か
ら
敷
衍
し
て
人
間
存
在
を
儚
ん
だ
作
品
と
し
て
読
ま
れ
て

き
た
。
虚
構
的
、
抽
象
的
作
品
が
大
多
数
の
中
で
再
び
藤
村
自
身
の
経
歴
と

重
な
る
作
品
が
注
目
す
べ
き
配
置
に
な
っ
て
い
る
。「
合
唱
」
は
『
若
菜
集
』

中
最
後
期
の
作
品
（
初
出
は
「
文
學
界
」〈
一
八
九
七
・
三
〉
の
総
題
「
う
た
ゝ
ね
」

の
第
二
篇
か
ら
五
篇
）
だ
が
、
初
版
『
若
菜
集
』
以
来
第
一
篇
が
「
序
の
う
た
」

に
な
っ
て
い
る
以
外
は
四
作
一
組
を
維
持
し
て
き
た
。
そ
の
四
作
が
春
夏
秋

冬
の
場
面
に
対
応
し
、
季
節
が
巡
っ
て
仲
の
良
い
姉
妹
が
姉
の
結
婚
に
よ
っ

て
離
別
す
る
物
語
を
対
話
形
式
で
描
い
て
い
る
。
愛
別
離
苦
の
歌
で
あ
り
、

同
時
に
旅
立
ち
の
歌
で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
初
期
の
恋
愛
詩
が
圧
倒
的

に
多
い
〈
秋
の
思
〉
の
章
を
分
断
し
て
性
格
の
異
な
る
作
品
が
続
け
て
挟
ま

れ
て
い
る３
。

　

一
方
、
削
除
さ
れ
た
の
は
「
若
水
」、「
梭
の
音
」、「
東
西
南
北
」、「
懐
古
」、

「
白
壁
」、「
天
馬
」
の
六
作
だ
っ
た
。『
改
刷
詩
集
』
で
は
「
若
水
」
の
み
〈
生

の
あ
け
ぼ
の
〉、
他
は
〈
深
林
の
逍
遥
其
他
〉
に
収
め
ら
れ
て
い
た
。「
天
馬
」

は
「
文
學
界
」（
一
八
九
七
・
一
）
に
総
題
「
若
菜
」
と
し
て
発
表
さ
れ
て
注
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目
を
集
め
た
作
で
あ
る
。
削
ら
れ
た
理
由
の
一
つ
に
は
長
篇
劇
詩
と
い
う
体

裁
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
何
よ
り
そ
の
内
容
が
重
要
だ
っ
た
と
思
わ

れ
る
。
越
智
治
雄
（
前
掲
書
）
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
詩
で
は
そ
れ
ぞ

れ
「
地
」
と
「
天
」
を
象
徴
す
る
雄
々
し
い
雄
馬
と
敗
残
の
病
に
倒
れ
る
牝

馬
が
対
照
さ
せ
ら
れ
、
最
終
的
に
「
天
」
が
斥
け
ら
れ
て
「
地
」
が
称
揚
さ

れ
る
。
越
智
は
そ
う
し
た
「
春
の
讃
歌
」
と
し
て
「
天
馬
」
を
捉
え
、
更
に

牝
馬
の
嘆
き
を
「
草
枕
」
の
「
わ
れ
」
に
通
じ
る
と
し
て
、「
草
枕
」
を
「
天

馬
」
の
「
や
り
な
お
し
」
と
位
置
付
け
た
。
そ
れ
故
に
『
詩
抄
』
以
降
、「
天

馬
」
が
削
除
さ
れ
た
の
だ
と
す
る
。
こ
の
議
論
は
説
得
的
だ
が
、『
詩
抄
』

で
「
天
馬
」
が
落
と
さ
れ
た
の
は
そ
れ
が
二
者
択
一
の
う
ち
一
方
を
選
ぶ
と

い
う
姿
勢
だ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、「
草
枕
」
は
先
に
述
べ
た
如
く
、
そ
う
し

た
相
反
す
る
も
の
を
並
立
さ
せ
た
ま
ま
生
き
る
と
い
う
作
品
で
あ
る４
。
ま

た
、「
天
馬
」
と
初
出
を
同
じ
く
す
る
「
若
水
」
は
聖
書
や
讃
美
歌
を
踏
ま

え
な
が
ら
青
春
を
謳
歌
す
る
作
品
で
あ
っ
て
、
や
は
り
楽
観
的
な
姿
勢
の
み

を
称
揚
す
る
「
春
の
讃
歌
」
と
い
う
内
容
か
ら
削
除
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
他
の
削
除
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
も
、
逆
に
『
詩
抄
』
で
強
調
さ
れ
た

作
品
と
比
べ
る
と
、「
春
の
讃
歌
」
と
さ
れ
る
人
生
に
つ
い
て
の
楽
観
性
や
、

恋
愛
偏
重
と
い
っ
た
性
格
が
相
対
的
に
弱
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
言
え
る
。

三
　〈
一
葉
舟
よ
り
〉〈
夏
草
よ
り
〉

　
　
─
─
夭
折
し
た
透
谷
と
「
ど
う
か
し
て
生
き
た
い
」
藤
村

　

続
く
〈
一
葉
舟
よ
り
〉、〈
夏
草
よ
り
〉
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
か
。

ま
ず
削
除
箇
所
に
触
れ
る
と
、〈
一
葉
舟
よ
り
〉
は
『
合
本
詩
集
』
以
降
、

散
文
作
品
を
削
っ
て
い
た
の
で
、
そ
れ
に
加
え
て
序
文
を
落
と
し
た
以
外
に

変
化
は
な
い
。
一
方
、〈
夏
草
よ
り
〉
で
は
『
改
刷
詩
集
』
で
の
〈
新
潮
〉

か
ら
一
三
作
品
中
五
作
の
み
が
残
さ
れ
、〈
農
夫
〉
は
長
詩
「
農
夫
」
を
解

体
し
て
三
作
品
に
凝
縮
さ
れ
た
が
、
全
体
の
構
成
は
大
き
く
異
な
る
。
そ
れ

ま
で
同
じ
並
び
だ
っ
た
〈
一
葉
舟
よ
り
〉
収
録
作
品
は
冒
頭
に
「
鷲
の
歌
」、

「
白
磁
花
瓶
賦
」
が
引
き
出
さ
れ
、〈
夏
草
よ
り
〉
は
「
農
夫
」
か
ら
切
り
出

さ
れ
た
三
作
品
の
間
に
〈
新
潮
〉
収
録
作
品
が
囲
ま
れ
る
形
と
な
り
、
最
後

に
「
新
潮
」
が
置
か
れ
た
。
先
に
「
農
夫
」
か
ら
分
け
ら
れ
た
「
小
兎
の
う

た
」（「
下
の
ま
き 

一 

緑
の
樹
か
げ
に
て
」
の
「
少
女
」
部
分
）、「
門
田
に
出
で
て
」

（「
上
の
ま
き 

三 

鍛
冶
の
家
に
て
」
の
「
む
す
め
」）、「
宝
は
あ
は
れ
砕
け
け
り
」

（「
下 

三 

鍛
冶
の
家
の
ほ
と
り
に
て
」
の
「
鍛
冶
」）
に
触
れ
て
お
こ
う
。「
小
兎

の
う
た
」
の
少
女
は
詩
中
で
農
夫
が
恋
す
る
鍛
冶
の
娘
と
は
別
で
、
剣
持
武

彦
に
よ
れ
ば
、「
深
刻
な
劇
詩
の
展
開
の
あ
い
だ
の
い
き
ぬ
き
」
と
し
て
の

「
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
狂
言
ま
わ
し
の
役
割
」
を
担
っ
て
い
る
。（
山
室
静
解
説
、

関
良
一
・
剣
持
武
彦
注
釈
『
日
本
近
代
文
学
大
系
15　

藤
村
詩
集
』
角
川
書
店
、
一
九

七
一
・
一
二
）
他
の
作
品
と
性
格
が
異
な
る
が
、「
農
夫
」
で
も
単
独
で
完
結

し
て
い
る
箇
所
な
の
で
引
き
抜
き
易
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
一
方
、「
門
田
に

出
で
て
」
は
出
征
す
る
農
夫
に
つ
い
て
娘
の
視
点
で
思
慕
の
念
を
描
い
て
い

る
。「
あ
す
は
い
く
さ
の
／
門
出
な
り
／
遠
き
い
く
さ
の
／
門
出
な
り
」
と

状
況
説
明
が
あ
る
の
で
単
独
で
も
意
味
を
損
な
わ
な
い
。〈
若
菜
集
よ
り
〉

に
も
多
く
採
ら
れ
て
い
た
愛
別
離
苦
と
旅
立
ち
の
歌
の
系
譜
に
あ
る
。
ま

た
、「
宝
は
あ
は
れ
砕
け
け
り
」
は
先
の
娘
の
死
を
、
娘
の
父
で
あ
る
鍛
冶

が
嘆
く
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
親
し
い
人
と
の
死
別
に
つ
い
て
は
〈
若
菜
集

よ
り
〉
に
も
「
母
を
葬
る
の
う
た
」
や
藤
村
と
直
接
面
識
は
な
か
っ
た
が
、

中
野
逍
遥
を
追
悼
し
た
「
哀
歌
」
な
ど
が
あ
り
、〈
一
葉
舟
〉
で
は
北
村
透
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谷
を
悼
ん
だ
と
さ
れ
る
「
白
磁
花
瓶
賦
」
が
あ
り
、
モ
チ
ー
フ
は
そ
れ
ら
と

近
い
。
鍛
冶
は
詩
の
末
部
で
仕
事
に
打
ち
込
ん
で
悲
し
み
を
克
服
し
よ
う
と

す
る
が
、
絶
望
か
ら
「
新
生
」
へ
の
決
意
は
次
に
触
れ
る
〈
一
葉
舟
〉
の
作

品
や
「
新
潮
」
に
も
通
底
し
て
お
り
、
そ
れ
が
「
草
枕
」
同
様
、「
け
ふ
の

つ
と
め
を
い
そ
し
ま
む
」
と
意
志
の
形
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。
先
述
の
如
く
、

作
品
の
分
量
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、「
農
夫
」
か
ら
切
り
出
さ
れ
た
作
品

か
ら
は
〈
若
菜
集
よ
り
〉
と
通
じ
る
性
格
を
読
む
こ
と
が
出
来
る５
。

　
「
鷲
の
歌
」、「
白
磁
花
瓶
賦
」
及
び
「
新
潮
」
は
い
ず
れ
も
透
谷
と
の
関

係
を
読
ま
れ
て
き
た
。「
白
磁
花
瓶
賦
」
の
「
恋
の
鍵
」
な
ど
の
措
辞
は
明

ら
か
に
「
厭
世
詩
家
と
女
性
」（「
女
学
雑
誌
」
一
八
九
二
・
二
）
の
「
恋
愛
は

人
生
の
秘
鑰
な
り
」
か
ら
想
を
得
て
お
り
、
ま
た
、
詩
中
の
亡
く
な
っ
た

「
友
」
も
透
谷
の
面
影
が
あ
る
と
読
ま
れ
る６
。「
鷲
の
歌
」、「
新
潮
」
は
鷲
と

漁
師
の
違
い
は
あ
る
が
、
共
に
勇
ま
し
い
年
長
者
が
困
難
に
挑
ん
で
命
を
落

と
し
、
年
少
者
は
心
を
痛
め
な
が
ら
も
年
長
者
の
意
志
を
継
い
で
生
き
て
い

く
こ
と
を
決
意
す
る
と
い
う
同
工
異
曲
の
内
容
を
描
い
て
い
る
。
そ
の
年
長

者
を
透
谷
に
、
年
少
者
を
藤
村
と
す
る
解
釈
は
、
藤
村
自
身
が
『
早
春
』
の

「
鷲
の
歌
」
の
自
作
解
説
で
透
谷
の
死
に
つ
い
て
触
れ
て
お
り
、
ま
た
、
笹

渕
友
一
は
藤
村
が
「
北
村
透
谷
二
十
七
回
忌
に
」（「
大
観
」
一
九
二
一
・
七
）

で
透
谷
を
「
戦
ひ
の
人
」
と
表
現
し
て
生
涯
意
識
し
て
い
た
こ
と
を
踏
ま
え

て
、「
鷲
の
歌
」
を
鎮
魂
歌
と
し
て
見
て
い
る
こ
と
か
ら
も
肯
け
る７
。「
北
村

透
谷
二
十
七
回
忌
に
」
は
『
北
村
透
谷
集
』
の
巻
頭
言
で
も
あ
っ
た
。
藤
村

は
透
谷
が
亡
く
な
っ
た
直
後
に
出
さ
れ
た
『
透
谷
集
』（
文
學
界
雑
誌
社
、
一

八
九
四
・
一
〇
）
以
来
、
常
に
透
谷
の
全
集
、
選
集
の
編
集
に
関
わ
り
、
そ

の
存
在
の
周
知
に
貢
献
し
て
き
た
が
、
そ
れ
と
同
時
に
夭
折
し
た
透
谷
に
対

し
て
そ
の
後
を
生
き
続
け
る
自
身
を
描
い
て
き
た
。
例
え
ば
、
そ
れ
は
「
文

學
界
」
当
時
の
自
身
の
身
辺
を
モ
デ
ル
に
し
た
小
説
「
春
」
で
畏
友
青
木
駿

一
に
先
立
た
れ
た
岸
本
捨
吉
の
「
あ
ゝ
、
自
分
の
や
う
な
も
の
で
も
、
ど
う

か
し
て
生
き
た
い
」
と
い
う
台
詞
に
端
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
し
、
と
り
わ

け
一
九
二
〇
年
代
に
多
く
書
い
た
随
筆
の
中
で
も
繰
り
返
し
言
及
し
て
い

る
。『
北
村
透
谷
集
』
で
は
先
の
「
厭
世
詩
家
と
女
性
」
を
冒
頭
に
、「
一
夕

観
」（「
評
論
」
一
八
九
三
・
一
一
）
を
最
後
に
置
い
て
い
る８
。
い
ず
れ
も
藤
村

が
透
谷
に
言
及
す
る
際
に
頻
繁
に
触
れ
る
作
品
で
あ
り
、
こ
の
二
作
が
藤
村

に
と
っ
て
透
谷
を
代
表
す
る
も
の
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
疑
う
余
地
は
な

い
。
つ
ま
り
、
基
本
的
に
は
作
品
発
表
の
時
系
列
に
沿
っ
た
配
置
を
採
り
な

が
ら
も
、
藤
村
の
独
自
性
を
前
面
に
出
し
た
編
集
が
施
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ

か
ら
は
藤
村
の
描
く
透
谷
像
が
浮
か
び
上
が
る
。
そ
し
て
、
作
品
数
を
大
幅

に
絞
っ
て
、「
鷲
の
歌
」、「
白
磁
花
瓶
賦
」
を
〈
一
葉
舟
よ
り
〉
冒
頭
に
、「
新

潮
」
を
〈
夏
草
よ
り
〉
最
後
に
置
い
た
結
果
、
夭
折
し
た
畏
友
透
谷
と
の
対0

比
の
構
図

0

0

0

0

が
明
確
に
打
ち
出
さ
れ
て
い
る９
。

四
　〈
落
梅
集
よ
り
〉

　
　
─
─
終
わ
り
な
き
「
草
枕
」
と
「
新
生
」
の
願
い

　
〈
落
梅
集
よ
り
〉
も
『
改
刷
詩
集
』
の
章
立
て
と
の
比
較
、
整
理
か
ら
始

め
よ
う
。『
改
刷
詩
集
』
で
は
『
落
梅
集
』
の
部
は
〈
千
曲
川
旅
情
の
歌
〉、

〈
胸
よ
り
胸
に
〉、〈
壮
年
〉、〈
椰
子
の
実
其
他
〉
の
四
章
に
分
け
ら
れ
て
い

た
。
初
版
『
落
梅
集
』、『
合
本
詩
集
』
の
散
文
「
七
曜
の
す
さ
び
」
な
ど
は

『
改
刷
詩
集
』
の
時
点
で
既
に
削
ら
れ
て
い
る
が
、
大
き
な
異
同
は
以
下
の

点
で
あ
る
。
ま
ず
は
「
小
諸
な
る
古
城
の
ほ
と
り
」、「
千
曲
川
旅
情
の
歌
」
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の
二
作
が
「
千
曲
川
旅
情
の
歌　

一
、
二
」
と
初
め
て
一
つ
の
作
品
に
さ
れ

た
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
早
春
』
で
も
継
承
さ
れ
た
が
、『
合
本
詩
集
』
ま

で
は
完
全
な
別
作
品
で
、『
改
刷
詩
集
』
で
も
同
じ
章
に
並
べ
ら
れ
て
い
た

に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
二
点
目
の
「
鼠
を
あ
は
れ
む
」
は
『
改
刷
詩
集
』
ま
で

全
体
の
最
後
の
作
品
だ
っ
た
が
、『
詩
抄
』
で
は
「
千
曲
川
旅
情
の
歌
」
に

次
ぐ
〈
落
梅
集
よ
り
〉
部
の
四
番
目
に
移
さ
れ
た
。
そ
れ
に
代
わ
っ
て
最
後

に
な
っ
た
の
が
、
初
出
（「
新
小
説
」
一
九
〇
〇
・
三
）
か
ら
『
改
刷
詩
集
』
ま

で
総
題
「
壮
年
」（『
落
梅
集
』、『
合
本
詩
集
』
で
は
「
壮
年
の
歌
」）
に
ま
と
め

ら
れ
て
い
た
六
作
で
、『
詩
抄
』
で
は
総
題
と
序
詩
が
外
さ
れ
、
各
詩
に
は

そ
れ
ぞ
れ
の
一
行
目
か
ら
引
い
た
題
が
付
け
ら
れ
た
。（『
早
春
』
で
は
総
題

「
青
春
六
首
」）
こ
れ
ら
は
版
を
重
ね
る
ご
と
に
後
ろ
に
動
い
て
き
た
。
こ
れ

が
最
後
の
点
で
、
以
上
が
〈
落
梅
集
よ
り
〉
編
集
上
の
議
論
す
べ
き
点
で
あ

る
。

　
「
小
諸
な
る
古
城
の
ほ
と
り
」、「
千
曲
川
旅
情
の
歌
」
は
前
者
が
六
行
一

連
一
八
行
に
対
し
て
、
後
者
は
四
行
一
連
一
六
行
で
あ
り
、
共
に
五
七
調
で

は
あ
る
が
、
一
つ
の
作
品
と
し
て
形
式
的
に
は
均
整
を
欠
い
て
い
る
。
そ
れ

に
も
関
わ
ら
ず
ま
と
め
ら
れ
た
の
は
何
故
か
。
一
つ
に
は
内
容
の
親
和
性
が

挙
げ
ら
れ
よ
う
。
千
曲
川
の
辺
と
い
う
具
体
的
な
場
所Ａ
、「
浅
く
の
み
春
は

霞
み
て
」（「
小
諸
」
二
連
）、「
春
浅
く
水
流
れ
た
り
」（「
千
曲
川
」
四
連
）
と

い
う
早
春
の
季
節
な
ど
設
定
上
の
同
じ
特
徴
を
持
つ
。
ま
た
、「
明
星
」、「
文

界
」
と
掲
載
誌
は
異
な
る
が
、
発
表
時
期
も
一
九
〇
〇
年
四
月
と
同
じ
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
二
作
を
別
作
品
と
し
て
読
め
ば
、
遊
子
＝
旅

人
の
目
に
映
る
情
景
と
そ
れ
に
対
す
る
心
境
が
三
人
称
的
な
視
点
か
ら
表
現

さ
れ
て
い
る
「
小
諸
」
に
対
し
て
、「
千
曲
川
」
の
方
は
設
定
こ
そ
近
い
が
、

そ
の
主
体
は
「
た
ゞ
ひ
と
り
岩
を
め
ぐ
り
て
」（
四
連
）
と
曖
昧
に
描
か
れ

て
い
る
と
い
う
差
異
が
あ
り
、
更
に
先
述
の
形
式
上
の
差
異
を
考
慮
す
る

と
、
作
品
の
設
定
、
発
表
時
期
と
い
っ
た
点
の
み
で
片
付
け
る
の
は
難
し
い
。

む
し
ろ
、
二
作
が
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
詩
が
新
し
く
得
た
も
の
を

見
出
す
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
一
方
で
は
抽
象
的
な
「
千
曲
川
」
が
「
小
諸
」

と
続
く
作
品
と
な
る
こ
と
で
具
体
的
な
遊
子
と
い
う
主
体
と
繋
が
っ
た
こ
と

で
あ
る
。
も
と
も
と
「
た
ゞ
ひ
と
り
岩
を
め
ぐ
り
て
」
の
箇
所
は
松
尾
芭
蕉

『
奥
の
細
道
』
の
「
立
石
寺
」
を
踏
ま
え
て
い
る
と
の
指
摘
が
あ
り
、
そ
の
他
、

こ
の
詩
に
限
ら
ず
だ
が
、
語
彙
の
典
拠
に
は
旅
に
つ
い
て
の
詩
歌
、
小
説
が

多
数
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
、
読
者
は
そ
れ
を
知
っ
て
い
れ
ば
、「
た
ゞ
ひ

と
り
」
の
主
体
と
し
て
旅
人
を
想
起
し
得
る
。
し
か
し
、『
早
春
』
で
自
作

の
典
拠
を
解
説
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
う
し
た
前
提
は
『
落
梅
集
』
刊
行
時

に
比
べ
れ
ば
伝
わ
り
づ
ら
く
な
っ
て
い
た
。
ま
し
て
や
岩
波
文
庫
は
若
い
読

者
を
も
購
買
層
と
し
て
想
定
し
た
企
画
で
あ
る
。「
小
諸
」、「
千
曲
川
」
を

一
つ
の
作
品
に
す
れ
ば
、「
千
曲
川
」
に
つ
い
て
も
旅
の
モ
チ
ー
フ
を
よ
り

明
確
に
打
ち
出
す
こ
と
が
出
来
た
。
他
方
、「
小
諸
」
は
情
景
描
写
が
豊
富

な
半
面
、
叙
情
性
は
や
や
弱
い
。「
千
曲
川
」
は
そ
の
逆
で
具
体
性
で
は
「
小

諸
」
に
譲
る
が
、
叙
情
性
に
優
れ
て
い
るＢ
。「
小
諸
」
は
「
千
曲
川
」
の
そ

う
し
た
叙
情
性
に
接
続
さ
れ
て
情
景
に
埋
も
れ
が
ち
な
叙
情
性
を
引
き
出
さ

れ
る
。
こ
の
よ
う
な
形
で
二
作
は
相
補
的
に
機
能
す
る
こ
と
で
、
作
品
中
で

も
「
草
枕
」
と
い
う
単
語
を
用
い
て
い
る
が
、『
詩
抄
』
冒
頭
の
「
草
枕
」

で
示
さ
れ
た
人
生
を
「
漂
泊
の
旅
」
と
す
る
思
想
を
鮮
明
に
示
す
作
品
と

な
っ
て
い
る
。

　
「
鼠
を
あ
は
れ
む
」
は
〈
夏
草
よ
り
〉
の
「
小
兎
の
う
た
」
同
様
、
軽
妙
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さ
や
お
か
し
み
の
観
点
か
ら
読
ま
れ
て
き
た
特
異
な
作
品
で
あ
る
が
、
そ
の

性
格
に
よ
っ
て
詩
集
に
幅
を
持
た
せ
て
お
り
、
ま
た
、「
小
兎
の
う
た
」
の

よ
う
に
、
作
品
の
合
間
の
小
休
止
の
役
割
と
も
見
る
こ
と
が
出
来
る
。

　
「
翼
な
け
れ
ば
」
か
ら
「
縫
ひ
か
へ
せ
」
の
元
総
題
「
壮
年
」
の
六
作
は

藤
村
が
二
九
歳
（
数
え
年
）
の
時
に
発
表
し
た
も
の
で
、
三
〇
代
を
目
前
に

し
て
青
年
か
ら
壮
年
へ
と
な
っ
て
い
く
心
境
を
六
様
の
作
品
に
分
化
し
て
述

べ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
「
青
春
空
し
く
逝
く
を
悲
し
む
」（『
早
春
』）
作
品

で
も
あ
る
。「
翼
な
け
れ
ば
」
で
は
、「
知
る
人
も
な
き
山
蔭
に
／
朽
ち
ゆ
く

こ
と
を
厭
は
ね
ば
／
牛
飼
ふ
野
辺
の
寂
し
さ
を
／
か
く
れ
が
と
こ
そ
頼
む
な

れ
」（
二
連
）
に
象
徴
さ
れ
る
、
人
生
で
の
栄
光
を
諦
め
て
田
舎
に
隠
遁
す

る
世
捨
て
人
の
心
情
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
内
容
は
全
く
異
な
る
が
、
栄
光

に
必
要
な
も
の
を
「
羽
翼
」、「
光
」
に
託
し
て
い
る
の
は
「
鷲
の
歌
」
に
も

通
じ
る
。「
罪
人
と
名
に
も
呼
ば
れ
む
」
は
父
親
の
期
待
に
抗
し
て
郷
里
を

出
て
い
く
若
者
の
功
名
心
と
愛
別
離
苦
の
葛
藤
を
表
現
し
て
お
り
、「
翼
な

け
れ
ば
」
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
父
に
抗
す
る
姿
勢
を
「
捨
て
よ
と
や
紙
に

も
あ
ら
ず
／
吾
心
焼
く
よ
し
も
な
し
／
捨
て
よ
と
や
筆
に
も
あ
ら
ず
／
吾
心

折
る
よ
し
も
な
し
」（
五
連
）
と
表
現
し
て
い
る
点
に
は
暗
に
こ
の
詩
中
の

若
者
が
紙
と
筆
で
身
を
立
て
る
、
詩
人
を
志
し
て
い
る
こ
と
が
仄
め
か
さ
れ

て
い
る
。「
胡
蝶
の
夢
」
は
「
胡
蝶
の
夢
の
人
の
身
を
／
旅
と
い
ふ
こ
そ
う

れ
し
け
れ
／
常
世
に
長
き
天
地
を
／
宿
と
い
ふ
こ
そ
を
か
し
け
れ
」（
一
連
）、

「
青
き
山
辺
は
吾
枕
／
花
さ
く
野
辺
は
吾
衾
／
星
縫
ふ
空
は
吾
帳
／
さ
か
ま

く
海
は
吾
緒
琴
」（
二
連
）
と
言
い
、
人
の
世
は
儚
い
も
の
だ
か
ら
浮
か
れ

て
生
き
よ
う
と
い
う
作
品
で
あ
るＣ
。
原
題
が
「
佯
狂
」、
つ
ま
り
狂
っ
た
ふ

り
を
す
る
こ
と
な
の
で
、
楽
観
的
に
人
生
を
称
揚
す
る
作
品
で
は
な
く
、
諦

観
か
ら
生
ま
れ
た
刹
那
主
義
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
引
用
箇
所
に
明
白

な
よ
う
に
、
こ
こ
で
も
人
生
を
「
漂
泊
の
旅
」
と
す
る
思
想
が
表
現
さ
れ
て

い
る
。
続
く
「
落
葉
松
の
樹
」
は
原
題
が
ま
さ
に
「
草
枕
」
で
あ
り
、
作
品

中
に
も
「
草
枕
」
と
い
う
用
語
が
見
ら
れ
る
。「
壮
年
」
中
最
も
短
い
が
、

旅
の
身
の
懐
郷
心
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。「
ふ
と
目
は
さ
め
ぬ
」
は
芸
術
と

恋
愛
に
生
き
た
過
去
を
振
り
返
っ
た
作
品
で
あ
る
。

　

そ
の
内
容
か
ら
原
題
「
幻
境
」
は
透
谷
の
「
三
日
幻
境
」（「
女
学
雑
誌
」

一
八
九
二
・
九
、
一
〇
）
に
由
来
す
る
と
思
わ
れ
る
が
、
透
谷
の
回
顧
が
過
去

へ
の
撞
着
を
表
現
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
藤
村
の
そ
れ
は
後
悔
の
念
が
強

い
。
と
は
言
え
、
こ
の
作
品
で
は
二
人
の
イ
メ
ー
ジ
が
重
ね
ら
れ
る
と
こ
ろ

が
多
く
、
と
り
わ
け
原
題
を
採
っ
た
最
後
の
「
こ
の
世
は
あ
ま
り
実
に
す
ぎ

て
／
あ
た
ら
吾
身
は
夢
ば
か
り
／
な
ぐ
さ
め
も
な
き
幻
の
／
境
に
泣
き
て
さ

ま
よ
ふ
わ
れ
は
」（
一
二
連
）
に
は
「
人
生
に
相
渉
る
と
は
何
の
謂
ぞ
」（「
文

學
界
」
一
八
九
三
・
二
）
へ
の
明
瞭
な
意
識
が
あ
る
。「
縫
ひ
か
へ
せ
」
は
全

て
の
連
の
一
行
目
、
四
行
目
が
「
縫
ひ
か
へ
せ
縫
ひ
か
へ
せ
」、「
濯
げ
よ
さ

ら
ば
嘆
か
ず
も
が
な
」
と
同
じ
文
言
で
統
一
さ
れ
て
い
る
。
布
地
が
縫
い
返

す
こ
と
で
新
し
い
着
物
を
作
れ
る
よ
う
に
、
愁
い
、
物
思
を
「
君
が
な
げ
き

は
古
り
た
り
や
／
と
く
新
し
き
世
に
帰
れ
」（
六
連
）
と
叱
咤
し
て
新
生
を

叫
ぶ
作
品
に
な
っ
て
い
る
。
呼
び
か
け
ら
れ
て
い
る
「
君
」
は
本
来
前
の
五

作
品
中
の
人
物
た
ち
で
、
そ
れ
ぞ
れ
が
創
作
当
時
の
藤
村
の
「
な
げ
き
、
わ

づ
ら
ひ
」
の
心
に
訴
え
る
も
の
と
し
て
読
ま
れ
た
。
こ
の
構
成
は
「
お
え
ふ
」

か
ら
「
お
つ
た
」
に
対
す
る
「
お
き
く
」
と
相
似
し
て
お
り
、
そ
う
し
た
作

品
が
最
後
に
置
か
れ
る
こ
と
で
『
詩
抄
』
の
全
収
録
作
品
へ
の
新
生
の
呼
び

か
け
と
も
取
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
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五
　『
詩
抄
』
に
見
ら
れ
る
詩
人
の
イ
メ
ー
ジ
と
藤
村

　
『
詩
抄
』
の
編
集
に
お
け
る
要
点
は
、
ま
ず
藤
村
が
こ
れ
ま
で
自
身
の
出

発
点
と
し
て
規
定
し
て
き
た
「
草
枕
」
を
〈
若
菜
集
よ
り
〉
部
の
冒
頭
に
、

次
い
で
そ
れ
ま
で
特
に
目
立
っ
た
扱
い
を
受
け
て
い
な
か
っ
た
「
二
つ
の

声
」
を
置
き
、「
新
生
」
へ
の
期
待
と
「
な
げ
き
と
、
わ
づ
ら
ひ
」
の
不
安

が
入
り
混
じ
っ
た
心
境
と
同
時
に
人
生
を
「
漂
泊
の
旅
」
と
す
る
思
想
を
前

景
化
さ
せ
た
こ
と
で
あ
る
。「
草
枕
」
や
目
立
つ
位
置
変
更
を
施
さ
れ
た
「
松

島
瑞
巌
寺
に
遊
び
て
」、「
母
を
葬
る
の
う
た
」
な
ど
は
藤
村
自
身
の
遍
歴
に

基
づ
い
た
も
の
で
あ
り
、
無
批
判
に
作
品
中
の
人
物
を
藤
村
と
重
ね
る
べ
き

で
は
な
い
が
、
読
者
が
作
品
中
に
藤
村
を
読
み
込
む
こ
と
に
与
す
る
編
集
0

0

が

施
さ
れ
て
い
る
。「
抄
本
を
出
す
に
つ
き
て
」
に
は
「
す
べ
て
は
こ
れ
ら
の

詩
を
書
い
た
当
時
の
自
分
の
心
持
に
近
づ
け
る
こ
と
を
主
に
し
た
」
と
し

て
、「
君
と
遊
ば
む
」、「
流
星
」
な
ど
古
い
作
品
も
敢
え
て
削
ら
な
か
っ
た

と
あ
る
が
、「
梭
の
音
」、「
東
西
南
北
」
と
い
っ
た
青
春
の
恋
愛
詩
や
楽
観

的
な
「
春
の
讃
歌
」
と
さ
れ
る
「
天
馬
」、「
若
水
」
な
ど
は
削
除
さ
れ
た
。

〈
一
葉
舟
よ
り
〉、〈
夏
草
よ
り
〉
は
旧
版
か
ら
作
品
数
を
大
胆
に
減
ら
し
た

が
、
そ
の
分
、「
農
夫
」
か
ら
切
り
出
さ
れ
た
「
門
田
に
出
で
て
」、「
宝
は

あ
は
れ
砕
け
け
り
」
に
は
〈
若
菜
集
よ
り
〉
で
示
し
た
愛
別
離
苦
や
絶
望
を

経
た
「
新
生
」
へ
の
期
待
が
明
確
に
打
ち
出
さ
れ
た
。
そ
れ
と
同
時
に
「
鷲

の
歌
」、「
白
磁
花
瓶
賦
」、「
新
潮
」
な
ど
北
村
透
谷
と
の
関
係
の
強
い
と
さ

れ
る
作
品
を
多
く
目
立
つ
配
置
に
置
き
替
え
て
、『
北
村
透
谷
集
』
と
共
に

夭
折
し
た
透
谷
と
生
き
続
け
る
自
身
の
生
涯
と
の
対
照
性
を
示
し
た
。〈
落

梅
集
よ
り
〉
は
旧
版
か
ら
比
べ
る
と
煩
瑣
な
変
更
の
あ
る
編
集
と
な
っ
た

が
、
一
作
に
ま
と
め
ら
れ
た
「
千
曲
川
旅
情
の
歌
」
に
は
〈
若
菜
集
よ
り
〉

以
下
を
引
き
継
ぐ
、
藤
村
の
遍
歴
に
根
ざ
し
た
「
漂
泊
の
旅
」
の
思
想
が
表

現
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
全
体
の
最
後
に
置
か
れ
た
元
「
壮
年
」
の
六
作
品

に
は
『
詩
抄
』
を
総
括
す
る
よ
う
に
様
々
な
「
な
げ
き
と
、
わ
づ
ら
ひ
」
が

表
現
さ
れ
、
最
後
に
「
新
生
」
へ
の
意
志
が
叫
ば
れ
て
い
る
。

　

無
論
、
こ
れ
ら
は
最
も
新
し
い
「
炉
辺
雑
興
」（
初
出
「
太
陽
」
臨
時
増
刊
「
海

の
日
本
」
一
九
〇
二
年
六
月
、
初
版
『
落
梅
集
』
は
未
収
録
）
で
も
「
破
戒
」
以
前

に
発
表
さ
れ
た
作
品
だ
が
、『
詩
抄
』
刊
行
は
「
新
生
」
の
完
結
（「
東
京
朝

日
新
聞
」
一
九
一
九
・
一
〇
・
二
四
）
か
ら
八
年
、「
嵐
」
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
心

境
小
説
を
発
表
し
、
翌
年
に
は
畢
生
の
大
作
「
夜
明
け
前
」
の
取
材
を
始
め

る
と
い
う
時
期
だ
っ
た
。
時
に
藤
村
五
六
歳
（
数
え
年
）
で
あ
る
。
藤
村
は

そ
う
し
た
時
点
か
ら
「
草
枕
」
に
始
ま
り
、
新
生
へ
の
期
待
と
「
な
げ
き
と
、

わ
づ
ら
ひ
」
を
抱
え
た
遍
歴
を
経
て
、「
縫
ひ
か
へ
せ
」
と
呼
び
か
け
る
『
詩

抄
』
に
編
成
し
直
し
た
こ
と
は
強
調
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

一
九
二
一
年
に
五
〇
歳
を
迎
え
た
藤
村
は
短
中
篇
小
説
を
書
く
傍
ら
、

『
飯
倉
だ
よ
り
』（
ア
ル
ス
、
一
九
二
二
・
九
）
や
『
春
を
待
ち
つ
ゝ
』（
同
、
一

九
二
四
・
三
）
と
い
っ
た
随
筆
を
多
く
発
表
し
た
。
そ
こ
で
は
明
治
学
院
在

学
時
の
こ
と
や
「
文
學
界
」
編
集
の
こ
と
な
ど
自
己
の
半
生
を
振
り
返
っ
た

文
章
も
少
な
く
な
く
、「
北
村
透
谷
二
十
七
回
忌
に
」（『
飯
倉
だ
よ
り
』）
や

「
透
谷
君
の
三
十
回
忌
に
」（『
春
を
待
ち
つ
ゝ
』）
と
い
っ
た
透
谷
に
つ
い
て
の

文
章
も
そ
う
し
た
も
の
の
中
に
あ
っ
た
。
こ
の
他
に
一
九
二
〇
年
代
に
は
藤

村
全
集
刊
行
会
（
春
陽
堂
と
新
潮
社
、
国
民
図
書
合
同
）
に
よ
る
『
藤
村
全
集
』

の
刊
行
（
一
九
二
二
年
一
月
刊
行
開
始
、
全
一
二
巻
）
が
あ
り
、
長
き
に
渡
る
活

動
の
全
貌
が
出
版
事
業
を
通
じ
て
広
め
ら
れ
た
。
こ
れ
は
藤
村
五
〇
歳
を
記
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念
し
て
の
企
画
で
あ
っ
た
が
、
藤
村
の
生
誕
五
〇
年
の
記
念
と
し
て
は
上
野

精
養
軒
で
の
祝
賀
会
（
一
九
二
一
・
二
）
や
東
京
朝
日
新
聞
本
社
（
同
・
一
一
）

で
の
講
演
な
ど
も
あ
っ
た
。
小
諸
城
址
の
藤
村
詩
碑
建
立
も
こ
う
し
た
流
れ

に
位
置
付
け
ら
れ
よ
う
。『
詩
抄
』
刊
行
ま
で
に
は
、
藤
村
の
三
〇
年
余
の

創
作
活
動
を
概
観
出
来
る
環
境
が
整
え
ら
れ
て
き
て
い
た
の
で
あ
る
。
藤
村

の
辿
っ
て
き
た
経
歴
に
つ
い
て
、
例
え
ば
、
詩
話
会
の
三
木
露
風
は
「
島
崎

さ
ん
─
─
誕
生
五
十
年
を
迎
へ
ら
れ
た
る
に
際
し
て
─
─
」（「
新
潮
」、
一
九

二
一
・
三
）
で
、「
一
路
の
道
程
と
い
ふ
こ
と
は
島
崎
さ
ん
の
言
葉
を
俟
つ
ま

で
も
な
く
今
ま
で
書
か
れ
た
も
の
ゝ
上
に
表
は
れ
て
ゐ
た
。」
と
述
べ
、「
島

崎
さ
ん
の
人
格
は
詩
の
時
代
に
於
て
は
ま
だ
築
き
上
げ
ら
れ
て
を
ら
な
か
つ

た
。（
中
略
）
こ
の
島
崎
さ
ん
の
性
向
と
も
い
ふ
べ
き
も
の
は
、
や
は
り
詩

の
時
代
か
ら
し
て
表
は
れ
て
ゐ
た
。
そ
れ
が
鍛
へ
ら
れ
、
そ
れ
が
複
雑
に
な

り
、
そ
れ
が
沈
着
し
、
そ
れ
が
厳
石
の
面
に
褶
皺
を
畳
む
や
う
な
観
を
性
格

に
与
へ
る
や
う
に
な
つ
た
も
の
ゝ
、
本
質
は
異
つ
て
ゐ
な
か
つ
た
」
と
見
做

し
た
。
つ
ま
り
、
藤
村
の
詩
か
ら
小
説
へ
の
創
作
の
遍
歴
を
一
貫
し
た
も
の

と
把
握
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
作
品
の
み
な
ら
ず
、
藤
村
自
身
が
成
熟
し
て
き

た
と
見
て
い
る
。
こ
れ
は
藤
村
が
『
藤
村
全
集
』
の
自
序
で
述
べ
た
次
の
よ

う
な
自
身
の
イ
メ
ー
ジ
と
非
常
に
近
い
。

こ
の
十
二
巻
の
つ
た
な
い
著
作
の
ど
の
部
分
を
開
い
て
見
て
貰
つ
て

も
、
私
が
居
る
。
半
生
を
旅
の
間
に
送
つ
た
や
う
な
私
が
居
る
。
幾
度

か
挫
折
し
た
り
、
落
膽
し
た
り
し
た
私
が
居
る
。
熱
い
汗
と
、
冷
い
汗

と
を
同
時
に
流
し
つ
ゞ
け
て
来
た
や
う
な
私
が
居
る
。（
中
略
）
詩
か

ら
散
文
へ
と
移
つ
た
時
の
私
は
、
そ
れ
ま
で
の
自
分
の
生
活
を
根
か
ら

覆
し
て
、
何
か
全
く
別
の
こ
と
で
も
始
め
た
や
う
な
気
の
し
た
時
代
も

あ
つ
た
。
後
に
な
つ
て
見
る
と
、
矢
張
自
分
が
歩
い
て
来
た
の
だ
。

 

（『
藤
村
全
集 

第
一
巻 

詩
と
散
文
』
藤
村
全
集
刊
行
会
、
一
九
二
二
・
一
）

　

こ
れ
に
続
け
て
透
谷
を
筆
頭
に
友
人
た
ち
の
死
を
悼
み
な
が
ら
、
自
分
は

五
〇
ま
で
「
一
筋
の
細
道
を
と
ぼ
〳
〵
と
歩
み
つ
づ
け
て
来
た
」
と
し
、「
ど

う
か
し
て
私
は
ま
こ
と
の
老
年
に
行
き
た
い
」
と
い
う
自
分
へ
の
青
年
読
者

の
共
感
を
呼
び
か
け
て
い
る
。
ま
た
、「
春
を
待
ち
つ
ゝ
」
で
も
自
ら
の
半

生
を
「
旅
」
と
し
て
、「
草
枕
」
を
挙
げ
な
が
ら
、
同
じ
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

不
思
議
に
も
自
分
の
半
生
の
旅
は
こ
の
早
い
出
発
点
で
決
し
て
し
ま
つ

た
。（
中
略
）
前
途
は
暗
く
胸
の
塞
が
る
時
、
幾
度
と
な
く
私
は
迷
つ

た
り
、
蹉
い
た
り
し
た
。
私
の
歩
い
た
道
が
ど
ん
な
に
寂
し
い
時
で
も
、

し
か
し
そ
の
究
極
に
於
い
て
、
何
時
で
も
私
は
自
分
の
出
発
し
た
時
と

同
じ
や
う
に
、
生
を
肯
定
し
よ
う
と
す
る
心
に
帰
つ
て
行
つ
た
。

 

（「
東
京
朝
日
新
聞
」
一
九
二
五
・
一
・
二
八
）

　

藤
村
は
自
ら
成
熟
を
言
い
は
し
な
い
が
、
周
囲
の
自
身
に
対
す
る
視
線
に

呼
応
し
て
か
、
あ
る
い
は
逆
に
そ
う
し
た
言
説
を
導
く
た
め
か
、
一
九
二
〇

年
代
を
通
じ
て
こ
の
よ
う
な
文
章
を
い
く
つ
も
書
い
て
い
るＤ
。
そ
し
て
、
そ

こ
で
示
さ
れ
た
藤
村
の
自
己
像
は
ま
さ
に
『
詩
抄
』
の
編
集
で
前
景
化
さ
れ

た
性
質
と
一
致
し
て
い
るＥ
。
即
ち
、『
詩
抄
』
は
こ
の
よ
う
な
藤
村
評
価
と

自
ら
の
イ
メ
ー
ジ
形
成
の
中
に
位
置
付
け
ら
れ
る
企
画
で
あ
っ
た
。

注（
１
）　

改
訂
一
六
版
『
藤
村
詩
集
（『
改
訂
詩
集
』）』（
春
陽
堂
、
一
九
一
二
・
一
〇
）

「
改
訂
詩
集
の
序
」
で
も
同
様
の
規
定
は
見
ら
れ
、『
改
刷
詩
集
』
で
は
「
草
枕
」

を
冒
頭
に
置
く
章
を
「
生
の
あ
け
ぼ
の
」
と
題
し
て
い
た
こ
と
か
ら
も
、
以
前

か
ら
こ
の
作
品
に
自
ら
の
出
発
期
を
象
徴
さ
せ
る
意
志
が
窺
え
る
。但
し
、『
改

刷
詩
集
』
は
制
作
順
の
配
置
を
一
応
の
企
図
と
し
て
お
り
、
最
初
の
章
〈
秋
の
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思
〉
に
は
初
期
恋
愛
詩
が
多
い
。
次
い
で
「
文
學
界
」（
同
・
一
二
）
の
総
題
「
う

す
ご
ほ
り
」
が
〈
六
人
の
処
女
〉
に
ま
と
め
ら
れ
、
そ
れ
ら
に
続
い
て
〈
生
の

あ
け
ぼ
の
〉
が
置
か
れ
て
い
る
。

（
２
）　
『
早
春
』
の
「
松
島
瑞
巌
寺
に
遊
び
て
」
自
作
解
説
に
は
甥
の
高
瀬
兼
喜

（『
家
』
の
橋
本
正
太
の
モ
デ
ル
）
と
二
人
で
松
島
に
出
か
け
た
こ
と
が
紹
介
さ

れ
て
い
る
。
但
し
、「
松
島
」
も
「
草
枕
」
も
必
ず
し
も
事
実
に
忠
実
で
は
な
い
。

『
若
菜
集
』
は
抽
象
的
な
場
所
を
描
い
た
作
品
が
多
く
、
固
有
の
地
名
が
確
認

出
来
る
の
は
他
に
「
お
え
ふ
」
の
大
川
、
江
戸
川
と
「
合
唱
」
の
「
一　

暗
香
」

の
木
下
川
の
み
だ
が
、
両
作
品
共
に
女
性
の
登
場
人
物
に
仮
託
し
た
作
品
で
あ

る
。

（
３
）　

但
し
、
そ
の
前
に
並
ぶ
「
秋
風
の
歌
」、「
雲
の
ゆ
く
へ
」
は
風
や
雲
と
人
間

の
存
在
の
儚
さ
を
対
置
的
に
描
い
た
作
品
で
あ
る
。
ま
た
、「
秋
風
の
歌
」
と

「
母
を
葬
る
の
う
た
」
は
共
に
初
出
が
「
文
學
界
」（
一
八
九
六
・
一
一
）
の
総

題
「
秋
の
夢
」
第
一
篇
、
二
篇
で
、
内
容
的
に
も
近
い
。（
栂
瀬
良
平
は
『
島

崎
藤
村
研
究
』〈
み
ち
の
く
書
房
、
一
九
九
六
・
七
〉
で
「
秋
風
の
歌
」
創
作

背
景
に
も
母
の
死
の
影
響
を
見
る
）
作
品
は
確
認
出
来
な
い
が
、
共
に
香
川
景

樹
『
桂
園
一
枝
』
の
一
首
を
枕
に
置
い
た
と
さ
れ
、
藤
村
は
「
近
代
の
歌
人
景

樹
の
歌
風
は
、
尾
張
美
濃
か
ら
わ
た
し
の
郷
里
の
地
方
に
か
け
て
、
か
な
り
弘

く
行
は
れ
て
ゐ
た
も
の
で
、
い
ろ
〳
〵
な
縁
故
か
ら
自
分
も
景
樹
の
歌
の
し
ら

べ
に
は
少
年
時
代
よ
り
の
親
し
み
を
も
つ
て
ゐ
た
」（『
早
春
』
自
作
解
説
）
と

書
い
て
い
る
。「
母
を
葬
る
う
た
」
は
当
然
な
が
ら
、
山
の
情
景
を
描
い
た
「
秋

風
の
歌
」
に
も
懐
郷
、
懐
旧
の
念
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
読
め
る
。
こ
う
し
た

懐
郷
、
懐
旧
の
念
は
東
京
と
馬
籠
の
違
い
は
あ
る
が
、「
草
枕
」
の
「
都
の
か

た
を
な
が
む
れ
ば
／
空
冬
雲
に
覆
は
れ
て
／
身
に
ふ
り
か
ゝ
る
玉
霰
／
袖
の
氷

と
閉
ぢ
あ
へ
り
」（
一
三
連
）
と
い
う
表
現
に
も
通
じ
る
。

（
４
）　

飛
高
隆
夫
「
藤
村
詩
集
」（「
国
文
学　

解
釈
と
鑑
賞
」
一
九
九
〇
・
四
）
は

「
天
馬
」
を
藤
村
が
恋
し
た
佐
藤
輔
子
へ
の
「
な
げ
き
と
、
わ
づ
ら
ひ
」
が
最

も
表
出
さ
れ
た
「
鎮
魂
歌
」
だ
と
捉
え
た
が
、
そ
れ
で
は
『
詩
抄
』
以
降
で
「
天

馬
」
が
外
さ
れ
る
意
図
を
説
明
出
来
な
い
。

（
５
）　
『
詩
抄
』
よ
り
も
抄
版
化
を
徹
底
し
た
『
早
春
』
で
は
「
農
夫
」
は
完
全
に

削
ら
れ
る
。（
他
に
「
う
ぐ
ひ
す
」、「
か
り
が
ね
」
も
削
除
し
、「
新
潮
」
の
他

に
は
「
晩
春
の
別
離
」、「
野
路
の
梅
」
の
み
が
残
さ
れ
た
。）「
帝
国
文
学
」（
一

八
九
九
・
一
）
の
無
署
名
「
夏
草
は
藤
村
の
作
と
し
て
は
大
に
拙
な
る
も
の
な

り
」
と
い
う
評
に
顕
著
だ
が
、『
若
菜
集
』
に
比
べ
る
と
『
夏
草
』
は
刊
行
当

時
か
ら
評
価
が
低
く
、
そ
れ
故
に
最
も
大
幅
に
削
ら
れ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る

が
、
翻
っ
て
考
え
れ
ば
、
そ
こ
で
尚
も
残
さ
れ
た
作
品
は
そ
れ
だ
け
重
要
な
作

品
だ
と
も
言
え
る
。

（
６
）　

こ
の
詩
に
お
け
る
透
谷
の
語
彙
の
影
響
に
関
し
て
は
神
田
重
幸
編
『
島
崎
藤

村
詩
へ
の
招
待
』（
双
文
社
出
版
、
二
〇
〇
〇
・
四
）
の
同
詩
解
説
（
岸
規
子
）

に
詳
し
い
。
ま
た
、
友
人
の
透
谷
モ
デ
ル
説
に
つ
い
て
、
笹
渕
友
一
は
平
田
禿

木
の
「
薄
命
記
」（「
文
學
界
」
一
八
九
四
・
三
）
な
ど
を
念
頭
に
置
い
て
い
る

と
す
る
（『
文
学
界
と
そ
の
時
代　

下
』
明
治
書
院
、
一
九
六
〇
・
三
）
が
、

剣
持
（
前
掲
書
「
白
磁
花
瓶
賦
」
補
注
）
は
、
そ
こ
に
透
谷
の
イ
メ
ー
ジ
が
な

い
交
ぜ
に
な
っ
て
い
る
と
論
じ
て
い
る
。〈
一
葉
舟
よ
り
〉、〈
夏
草
よ
り
〉
で
、

大
幅
な
作
品
数
の
削
減
に
対
し
て
、
旧
来
透
谷
と
の
関
係
を
読
ま
れ
て
き
た

「
鷲
の
歌
」、「
新
潮
」
と
共
に
目
に
つ
き
や
す
い
配
置
変
更
を
行
っ
て
い
る
こ

と
、『
北
村
透
谷
集
』
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
に
「
白
磁
花
瓶
賦
」
に
透
谷
の
イ

メ
ー
ジ
を
見
る
剣
持
の
説
を
採
っ
た
。

（
７
）　

他
に
吉
田
精
一
も
同
様
の
解
釈
を
示
し
て
い
る
。（
吉
田
精
一
、
島
田
謹
二

編
『
藤
村
名
詩
鑑
賞
』
天
明
社
、
一
九
四
九
・
一
二
）
ま
た
、
散
文
作
品
だ
っ

た
の
で
『
詩
抄
』
で
は
削
ら
れ
て
い
る
が
、
初
版
『
一
葉
舟
』
に
は
透
谷
の
追

悼
文
「
亡
友
反
古
帖
」
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。（
こ
れ
は
『
透
谷
全
集
』〈
文
武

堂
、
一
九
〇
二
・
一
〇
〉
な
ど
旧
版
の
透
谷
全
集
の
冒
頭
に
も
掲
載
さ
れ
て
い

る
）

（
８
）　

藤
村
は
「
北
村
透
谷
の
短
き
一
生
」（「
文
章
世
界
」
一
九
一
二
・
一
〇
）
で

は
「
あ
の
『
一
夕
観
』
な
ん
か
に
な
る
と
、
か
う
激
し
易
か
つ
た
り
、
迫
り
や

す
か
つ
た
り
し
た
北
村
君
が
餘
程
廣
い
處
へ
出
て
行
つ
た
や
う
に
思
は
れ
る
」

と
述
べ
、「
春
」
で
は
岸
本
（
藤
村
）
に
、
青
木
（
透
谷
）
の
「
一
夕
観
」
に

つ
い
て
、「
彼
様
い
ふ
處
ま
で
出
て
來
て
居
る
な
ら
、
死
な
ゝ
く
つ
て
も
可
さ

さ
う
に
思
ふ
ん
だ
」
と
語
ら
せ
て
い
る
。
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（
９
）　

剣
持
（
前
掲
書
「
鷲
の
歌
」
補
注
）
は
「
草
枕
」
終
連
の
「
海
」
に
象
徴
さ

れ
る
「
希
望
と
苦
悩
か
ら
の
解
放
」
と
「
鷲
の
歌
」
の
「
鷲
」
に
象
徴
さ
れ
る

「
観
念
上
の
自
由
」
に
、
そ
の
発
表
時
期
（
初
出
「
文
學
界
」
一
八
九
七
・
五
）

や
仙
台
と
い
う
舞
台
も
踏
ま
え
て
、
発
想
上
の
共
通
性
を
見
て
い
る
。

（
10
）　
『
落
梅
集
』
も
具
体
的
な
場
所
に
つ
い
て
描
い
た
作
品
は
少
な
く
、
千
曲
川

に
つ
い
て
は
他
に
「
千
曲
川
旅
情
の
歌
」
の
直
前
に
置
か
れ
て
い
た
「
寂
寥
」

の
一
連
に
確
認
出
来
る
の
み
で
あ
る
。

（
11
）　

剣
持
は
「
小
諸
」
の
「
繁
縷
」、「
若
草
」
な
ど
緑
、
草
の
イ
メ
ー
ジ
が
次
々

に
現
れ
て
消
え
る
点
に
叙
情
的
な
侘
し
さ
を
見
て
い
る
（
前
掲
書
「
小
諸
」
補

注
）
が
、
多
く
の
古
典
を
下
敷
に
無
常
観
を
前
景
化
し
た
「
千
曲
川
」
に
比
べ

る
と
や
は
り
情
景
詩
的
な
側
面
に
隠
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
、『
詩
抄
』

刊
行
と
時
を
同
じ
く
し
て
落
成
し
た
小
諸
城
址
の
藤
村
詩
碑
に
は
「
小
諸
」
が

刻
ま
れ
て
い
る
が
、
武
重
薫
『
藤
村
の
小
諸
時
代
』（
藤
村
会
、
一
九
四
七
・
四
）

に
よ
れ
ば
、
藤
村
は
「
千
曲
川
」
を
希
望
し
て
い
た
。
藤
村
が
叙
情
詩
を
し
て

自
ら
の
詩
を
象
徴
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
の
は
『
若
菜
集
』
か
ら
も
明
ら
か
だ

が
、
こ
の
詩
碑
建
立
の
経
緯
は
二
作
の
う
ち
、
藤
村
自
身
が
ど
ち
ら
を
叙
情
的

な
詩
と
捉
え
て
い
た
か
を
推
察
さ
せ
る
。（「
今
春
五
月
信
州
小
諸
の
懐
古
園
に

建
つ
藤
村
記
念
碑
に
つ
い
て
島
崎
氏
は
語
る
」〈「
読
売
新
聞　

朝
刊
」
一
九
二

五
・
四
・
一
〇
〉
に
よ
れ
ば
計
画
当
初
は
二
作
共
刻
ま
れ
る
予
定
だ
っ
た
）

（
12
）　

初
出
時
に
は
各
連
末
に
「
さ
の
さ
の
さ
／
さ
の
さ
の
さ
／
さ
の
せ
の
せ
の
さ

／
せ
の
さ
の
さ
」
と
囃
子
詞
が
付
け
ら
れ
て
い
て
、
よ
り
軽
妙
さ
を
演
出
し
て

い
た
が
、『
落
梅
集
』
以
降
、
削
除
さ
れ
た
。

（
13
）　

山
本
芳
明
は
大
正
八
年
（
一
九
一
九
年
）
以
降
、
作
家
を
め
ぐ
る
諸
々
の
環

境
変
化
か
ら
、
作
家
が
社
会
的
に
認
め
ら
れ
、
時
に
は
憧
憬
の
対
象
に
も
な
っ

て
い
っ
た
こ
と
を
論
じ
て
い
る
（『
文
学
者
は
つ
く
ら
れ
る
』
ひ
つ
じ
書
房
、

二
〇
〇
〇
・
一
二
）
が
、
藤
村
の
周
囲
も
そ
う
し
た
影
響
を
受
け
て
い
る
。

（
14
）　

出
発
点
に
お
け
る
透
谷
の
死
の
影
響
に
つ
い
て
は
「
回
顧
し
て
」（「
信
州
」

一
九
二
一
・
一
二
・
記
者
談
話
）
な
ど
の
「
な
ん
と
云
っ
て
も
一
番
に
私
の
心

を
打
っ
て
忘
れ
が
た
い
の
は
、
友
の
天
才
あ
る
北
村
透
谷
さ
ん
の
ま
だ
若
く
て

自
殺
さ
れ
た
事
で
す
」
と
い
う
発
言
が
あ
る
。


