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の
一
首
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。「
写
生
」
と
い
う
言
葉
自

体
を
詠
み
込
ん
だ
作
品
で
あ
る
が
、
そ
の
理
念
の
重
要
さ
を
直
裁
的
に
語
っ

て
い
る
。

　
こ
の
作
品
は
「
秀
真
に
贈
る
」
と
い
う
詞
書
の
も
と
に
、

へ
な
土
の
へ
な
の
鋳
型
の
へ
な
〳
〵
に
置
物
つ
く
る
そ
の
置
物
を

飴
売
の
ひ
だ
は
誠
の
ひ
だ
な
ら
ず
誠
の
ひ
だ
が
美
の
多
き
ひ
だ

人
の
衣
に
仏
の
ひ
だ
を
つ
け
ん
事
は
竹
に
桜
を
つ
げ
ら
ん
が
如
し

こ
の
三
首
の
後
に
配
さ
れ
て
い
る
。

　

秀
真
は
香
取
秀
真
で
あ
り
、
子
規
を
師
と
す
る
歌
人
で
あ
る
と
と
も
に
、

鋳
金
家
と
し
て
も
知
ら
れ
る
存
在
で
あ
る

2
。「
へ
な
土
の
」
の
一
首
は
、
明

治
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
秀
真
宛
書
簡

3
に
よ
る
も
の
だ
が
、
前
日
の
書

簡
の
内
容
か
ら
秀
真
は
小
品
の
置
物
を
作
っ
て
い
て
、
子
規
に
西
洋
の
彫
刻

に
は
動
き
が
な
い
の
で
は
な
い
か
と
質
問
し
た
り
し
て
い
る
。「
飴
売
り
の
」

「
人
の
衣
に
」
そ
し
て
「
第
一
に
」
の
三
首
は
、
四
月
二
十
五
日
の
や
は
り

秀
真
宛
の
書
簡
に
載
せ
ら
れ
た
も
の
で
、
次
の
二
首
の
後
に
記
さ
れ
て
い
る
。

青
丹
よ
し
奈
良
の
仏
も
う
ま
け
れ
ど
写
生
に
ま
す
は
あ
ら
じ
と
ぞ
思
ふ

正
岡
子
規
短
歌
に
お
け
る
「
写
生
」
試
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

村
尾
誠
一

は
じ
め
に

　

正
岡
子
規
の
文
学
理
念
の
中
核
に
「
写
生
」
を
置
く
の
は
、
あ
ま
り
に

当
た
り
前
の
認
識
で
あ
り
、
作
品
の
説
明
に
も
頻
用
さ
れ
て
い
る
。
俳
句
や

散
文
の
場
合
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
広
が
り
が
あ
る
こ
と
は
前
提
で
は
あ
れ
、

子
規
の
文
学
の
基
本
的
な
あ
り
方
を
示
す
理
念
と
し
て
有
効
に
働
い
て
い
る

と
言
え
よ
う
。
短
歌
に
お
い
て
は
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。
伝
統
の
否
定
か
ら

そ
の
文
学
的
世
界
を
築
く
と
は
言
え
、
拒
否
し
が
た
い
叙
情
詩
と
し
て
の
和

歌
の
伝
統
を
考
え
て
み
て
も
、
そ
れ
は
一
筋
縄
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
改
め
て

こ
の
問
題
を
考
え
て
み
よ
う
と
思
う
。

一
、
子
規
短
歌
に
詠
ま
れ
た
「
写
生
」

　

子
規
の
歌
集
『
自
筆
本
竹
乃
里
歌
』1
の
明
治
三
十
二
（
一
八
九
九
）
年
の

作
品
に

　
　

第
一に
線
の
配
合
其
次
も
又
其
次
も
写
生
々
々
な
り
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天
平
の
ひ
だ
鎌
倉
の
ひ
だ
に
あ
ら
で
写
生
の
ひ
だ
に
も
は
ら
よ
る
べ
し

こ
の
二
首
も
「
写
生
」
の
語
を
詠
み
込
ん
で
い
る
が
、
写
実
性
で
も
っ
て
特

色
が
語
ら
れ
る
天
平
仏
・
鎌
倉
仏
の
衣
紋
に
言
及
す
る
な
ど
、
美
術
史
的

に
も
き
め
細
か
い
認
識
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
四
月
の
書
簡
は
、
十
八
日
に
行
わ
れ
た
歌
会
の
選
歌
が
子
規
の
体
調

故
進
ま
ぬ
こ
と
と
、
山
本
鹿
州
の
住
所
が
分
か
ら
な
い
の
で
、
岡
麓
の
も
と

に
歌
稿
を
廻
し
た
旨
が
主
旨
で
あ
り

4
、
こ
の
三
首
は
付
随
的
に
記
さ
れ
た

物
で
、
そ
れ
だ
け
に
、
自
由
な
秀
真
の
造
型
へ
の
感
想
と
な
っ
て
い
る
。
だ

か
ら
、こ
で
の
「
写
生
」
は
美
術
の
分
野
に
即
し
た
詠
わ
れ
方
と
な
っ
て
い
る
。

　

秀
真
が
作
ろ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
小
品
の
置
物
の
人
物
像
（
飴
売
り
や

子
守
な
ど
）
の
よ
う
で
あ
り
、
粘
土
で
形
を
作
り
、
そ
れ
を
鋳
型
に
し
て
金

属
像
を
作
り
上
げ
て
行
く
手
順
に
よ
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
特
に
子
規

は
衣
紋
の
表
現
に
注
目
し
、
飴
細
工
や
仏
像
の
衣
紋
の
よ
う
に
、
形
式
化

さ
れ
た
線
に
よ
る
造
型
で
は
な
く
、
本
物
の
衣
の
よ
う
に
生
き
生
き
と
し
た

表
現
と
な
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

こ
う
し
た
一
連
の
歌
の
集
約
的
な
内
容
が
最
初
に
あ
げ
た
一
首
で
あ
り
、

造
型
と
し
て
実
現
さ
れ
る
「
線
の
配
合
」
を
第
一
と
し
て
、
そ
の
配
合
を
支

え
る
の
が
「
写
生
」
だ
と
す
る
。
単
に
「
写
生
」
が
理
念
と
し
て
重
視
さ
れ

て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
衣
紋
と
し
て
実
現
す
る
こ
と
ま
で
考
え
た
も

の
で
あ
り
、
造
型
論
と
し
て
の
「
写
生
」
が
練
れ
た
形
で
示
さ
れ
て
い
る
と

も
言
え
よ
う
。

　

そ
も
そ
も
、
子
規
の
「
写
生
」
と
い
う
用
語
は
、
子
規
自
ら
も
何
度
も

述
べ
る
よ
う
に
、
美
術
に
由
来
す
る
言
葉
で
あ
っ
た
。
東
京
美
術
学
校
に
外

国
人
教
師
と
し
て
赴
任
し
た
イ
タ
リ
ア
人
の
画
家
で
あ
る
フ
ォ
ン
タ
ネ
ー
ジ

に
よ
り
画
家
教
育
の
場
に
も
た
ら
さ
れ
、
浅
井
忠
・
中
村
不
折
・
下
村
為

山
を
経
て
子
規
に
至
る
経
路
は
、
す
で
に
北
住
敏
夫
に
よ
り
明
ら
か
に
さ
れ
、

松
井
貴
子
に
よ
り
詳
細
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る

5
。
こ
う
し
た
理
念
を
歌

の
中
に
詠
み
込
む
こ
と
で
、
美
術
の
場
に
も
う
一
度
返
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
が
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
、
歌
に
詠
ま
れ
た
「
写
生
」
と
い
う
語
で
あ
れ
ば
、『
自
筆
本
竹

乃
里
歌
』
に
も
う
一
首
、

観
音
ヲ
写
生
ナ
サ
ン
ト
思
ヘ
ド
モ
観
音
ア
ラ
ズ
似
タ
ル
女
モ
ガ

が
あ
る
。「
自
作
土
像

ホ
ツ
マ
ヘ

」
と
い
う
詞
書
の
九
首
の
一
首
で
、
子
規
が
自
身

の
顔
を
粘
土
像
に
し
た
も
の
を
、
秀
真
に
焼
い
て
完
成
さ
せ
る
こ
と
を
依
頼

し
た
書
簡
に
あ
っ
た
歌
で
あ
る
。
他
に
こ
の
語
を
詠
み
込
む
歌
は
無
く
、
す

べ
て
が
秀
真
と
の
関
係
で
、
美
術
の
作
成
に
関
わ
る
歌
で
あ
る
と
い
う
の
は

興
味
深
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
最
初
に
あ
げ
た
歌
に
見
ら
れ
る
「
線
の
配
合
」
は
、
先
に

述
べ
た
よ
う
に
、
衣
紋
を
表
現
す
る
た
め
の
線
、
即
ち
、
彫
刻
と
し
て
実
現

さ
れ
た
線
で
あ
る
が
、
現
実
の
衣
服
に
生
じ
た
皺
を
そ
の
ま
ま
再
現
す
る
わ

け
で
は
な
い
。
現
実
の
衣
紋
の
中
か
ら
取
捨
選
択
を
行
っ
て
線
と
し
て
取
り

出
さ
れ
た
衣
紋
を
、
彫
刻
の
線
と
し
て
再
構
成
す
る
の
が
配
合
で
あ
る
と
言

え
よ
う
。「
写
生
」
の
対
象
か
ら
取
捨
選
択
し
て
構
成
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

フ
ォ
ン
タ
ネ
ー
ジ
の
教
え
に
あ
る
こ
と
は
松
井
貴
子
に
よ
り
要
領
よ
く
整
理

さ
れ
て
い
る
。
更
に
松
井
は
、
こ
う
し
た
教
え
を
、
子
規
が
明
治
三
十
年
二

月
に
『
ほ
と
ゝ
ぎ
す
』
に
載
せ
た
「
俳
句
反
故
籠
」
の
中
で
、
俳
句
に
実
景

を
写
す
に
際
し
て
、

美
醜
錯
綜
し
玉
石
混
淆
し
た
る
森
羅
万
象
の
中
よ
り
美
を
撰
り
出
だ
し
玉
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を
拾
ひ
分
く
る
は
文
学
者
の
役
目
な
り
、
無
秩
序
に
配
列
せ
ら
れ
た
る
美
を

秩
序
的
に
排
列
し
不
規
則
に
配
合
せ
ら
れ
た
る
玉
を
規
則
的
に
配
合
す
る
は

俳
人
の
手
柄
な
り
、

と
、
俳
論
的
に
継
承
し
て
い
る
様
を
明
ら
か
に
し
て
い
る

6
。
そ
の
意
味
で
は
、

秀
真
に
返
す
造
型
論
的
示
唆
は
、
文
学
論
と
し
て
受
容
さ
れ
た
上
で
の
こ
と

で
あ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　

そ
も
そ
も
、「
配
合
」
と
い
う
言
葉
は
、
子
規
は
明
治
二
十
八
年
の
『
俳

諧
大
要
』
の
中
で
も
す
で
に
用
い
て
お
り
、

趣
向
の
上
に
動
く
動
か
ぬ
と
言
ふ
事
あ
り
即
ち
配
合
す
る
事
物
の
調
和
適
応

す
る
と
否
と
を
言
ふ
な
り

と
し
て
、『
去
来
抄
』
に
見
ら
れ
る
凡
兆
の
句
が
下
十
二
字
を

雪
積
む
上
の
夜
の
雨

と
得
た
が
、初
五
文
字
を
「
町
中
や
」「
凍
て
つ
く
や
」
等
々
と
思
案
し
た
が
、

芭
蕉
の
提
示
し
た
「
下
京
や
」
で
動
か
な
く
な
っ
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
を

紹
介
す
る

7
。「
配
合
」
は
写
生
論
に
お
い
て
も
重
要
な
概
念
と
い
う
こ
と
に

な
る
が
、
古
典
俳
論
に
も
通
じ
る
概
念
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。

　
「
配
合
」
は
明
治
三
十
一
年
の
『
歌
よ
み
に
与
ふ
る
書
』
で
も
、「
十
た
び

歌
よ
み
に
与
ふ
る
書
」
の
中
で
、

文
明
の
器
械
は
多
く
不
風
流
な
る
者
に
て
歌
に
入
り
難
く
候
へ
ど
も
も
し
こ

れ
を
詠
ま
ん
と
な
ら
ば
他
に
趣
味
あ
る
者
を
配
合
す
る
外
無
之
候
。

と
見
え
て
い
る
。
元
々
写
生
論
に
は
限
ら
な
い
俳
諧
・
和
歌
構
成
上
の
概
念

で
あ
る
。
古
典
歌
論
で
は
「
取
り
合
は
せ
」
な
ど
に
当
た
ろ
う
。

　
こ
う
し
て
見
て
く
る
と
、
最
初
に
あ
げ
た
一
首
は
、
か
な
り
興
味
深
い
内

容
を
含
ん
で
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。「
配
合
」
を
め
ぐ
っ
て
は
古
典
俳
論
と

の
繋
が
り
も
確
保
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
歌
に
詠
ま
れ
た
「
写
生
」
を
め

ぐ
っ
て
は
、
秀
真
の
美
術
造
型
に
限
定
さ
れ
て
詠
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
や

は
り
興
味
深
い
。
こ
の
言
葉
が
美
術
用
語
で
あ
っ
た
と
い
う
来
歴
が
よ
く
示

さ
れ
て
い
る
の
だ
と
言
え
よ
う
。

　
　二

、
子
規
歌
論
の
中
の
「
写
生
」

　

文
学
の
理
念
は
何
も
作
品
に
そ
の
ま
ま
詠
ま
れ
る
必
要
は
な
く
、
む
し

ろ
前
節
で
あ
げ
た
作
品
は
例
外
的
に
そ
れ
が
な
さ
れ
て
い
る
と
も
言
え
よ
う
。

子
規
の
場
合
、
歌
論
的
な
言
説
の
中
で
、
そ
れ
を
検
証
す
る
の
が
む
し
ろ
順

道
で
あ
ろ
う
。

　

短
歌
改
革
の
原
点
で
あ
る
、
明
治
三
十
一
年
の
『
歌
詠
み
に
与
ふ
る
書
』

で
は
、「
写
生
」
の
語
は
「
六
た
び
歌
よ
み
に
与
ふ
る
書
」
に
一
度
だ
け
見
ら

れ
る
。
こ
の
回
の
論
述
は
、『
日
本
』
に
投
書
さ
れ
た
千
葉
稲
城
の
疑
問
に

答
え
る
も
の
だ
が
、
稲
城
の
、
非
合
理
は
文
学
で
は
な
い
と
す
る
の
が
子
規

の
主
張
だ
と
解
し
た
誤
解
を
排
す
る
中
で
語
ら
れ
る
。

生
の
写
実
と
申
す
は
合
理
非
合
理
事
実
非
事
実
の
謂
に
て
は
無
之
候
。
油

絵
師
は
必
ず
写
生
に
依
り
候
へ
ど
も
そ
れ
で
神
や
妖
怪
や
あ
ら
れ
も
な
き
事

を
面
白
く
書
き
申
候
。
併
し
神
や
妖
怪
を
画
く
に
も
勿
論
写
生
に
依
る
も
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の
に
て
、
只
有
の
儘
を
写
生
す
る
と
一
部
々
々
の
写
生
を
集
め
る
と
の
相
違

に
有
之
、
生
の
写
実
も
同
様
の
事
に
候
。

急
に
合
理
非
合
理
が
写
実
と
結
び
つ
い
て
語
ら
れ
る
の
は
唐
突
の
感
が
あ
る

が
、
稲
城
の
批
判
が
、
子
規
が
客
観
的
な
歌
の
み
を
良
し
と
し
て
い
る
と
考

え
た
上
で
、

客
観
的
景
色
に
重
き
を
措
き
て
詠
む
べ
し
と
の
持
論
は
美
文
家
の
写
実
派
と

も
言
ふ
べ
き
部
類
に
し
て
余
も
不
同
意
な
る
に
は
あ
ら
ず
候
得
共
皇
国
の
歌

は
感
情
を
本
と
し
て
詞
を
謡
ひ
出
で
た
る
が
抑
々
の
起
源
に
て

と
し
て
、
主
観
の
表
出
こ
そ
が
和
歌
伝
統
の
王
道
で
あ
り
、
主
観
の
表
出
に

は
多
少
の
理
窟
も
含
ま
れ
る
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た

8
。
さ
ら
に
は
客
観
は
一

種
の
合
理
主
義
と
解
し
て
、「
伊
勢
の
神
風
・
宇
佐
の
神
勅
」
等
の
神
話
的

な
ロ
マ
ン
も
不
合
理
故
に
切
り
捨
て
る
の
か
と
す
る
批
判
へ
の
回
答
が
引
用

し
た
部
分
で
あ
る
。
論
理
の
飛
躍
は
否
め
な
い
が
、
そ
も
そ
も
子
規
は
、
客

観
的
に
表
現
す
る
こ
と
で
理
窟
や
嘘
の
表
現
と
な
る
こ
と
を
免
れ
得
る
と
読

め
る
主
張
を
し
て
お
り
、
そ
の
あ
た
り
か
ら
、
合
理
＝
客
観
＝
写
実
と
い
う

連
想
が
稲
城
に
生
じ
、
そ
の
こ
と
は
子
規
に
も
伝
わ
っ
た
の
だ
と
考
え
る
。

　

子
規
は
、
こ
こ
ま
で
の
『
歌
よ
み
に
与
ふ
る
書
』
の
中
で
一
言
も
「
写
生
」

「
写
実
」
に
つ
い
て
語
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
次
節
で
述
べ
る
こ
と
に
な
る
が
、

子
規
の
俳
句
改
革
に
お
い
て
は
、
客
観
的
な
表
現
と
「
写
実
」
が
結
び
つ
い

て
お
り
、
す
で
に
一つ
の
理
論
が
出
来
て
い
る
。
お
そ
ら
く
稲
城
は
そ
う
し
た

経
緯
へ
の
理
解
が
あ
り
、「
美
文
家
の
写
実
派
」
と
い
う
言
葉
に
な
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。「
派
」
と
い
う
所
以
は
、
子
規
の
文
学
改
革
者
と
し
て
の
言
説
が

坪
内
逍
遙
以
来
の
写
実
主
義
の
伝
統
の
中
で
理
解
さ
れ
て
い
た
故
で
も
あ
ろ

う
。

　

子
規
は
、
や
は
り
「
六
た
び
歌
よ
み
に
与
ふ
る
書
」
で
「
客
観
」
の
問
題

に
つ
い
て
、
短
歌
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
と
言
い
な
が
ら
も
、

但
和
歌
俳
句
の
如
き
短
き
者
に
は
主
観
的
佳
句
よ
り
も
客
観
的
佳
句
多
し

と
信
じ
を
り
候
へ
ば
客
観
に
重
き
を
置
く
と
い
ふ
も
此
処
の
事
を
意
味
す
る

と
す
れ
ば
差
支
無
之
候
。

と
も
言
明
し
て
い
る
。「
和
歌
俳
句
」
と
い
う
括
り
は
、
和
歌
と
俳
句
を
同

一
視
す
る
も
の
で
、『
人
々
に
答
ふ
』
の
明
治
三
十
一
年
五
月
三
日
条
で
も
、

春
園
（
伊
藤
左
千
夫
）
の
和
歌
と
俳
句
を
同
一
視
す
る
の
は
不
可
で
あ
る
と

す
る
批
判
に
対
し
て
、

歌
俳
両
者
は
必
要
上
そ
の
内
容
を
異
に
し
た
り
と
の
論
の
妄
な
る
こ

と
は
既
に
之
を
言
へ
り
。
さ
れ
ば
歌
は
俳
句
の
長
き
者
、
俳
句
は
歌
の

短
き
者
な
り
と
謂
ふ
て
何
の
故
障
も
見
ず
歌
と
俳
句
と
は
只
詩
形
を

異
に
す
る
の
み
。

と
断
言
し
て
い
る

9
。
し
た
が
っ
て
、
写
実
に
よ
る
客
観
的
な
作
品
を
佳
し

と
す
る
指
向
は
明
ら
か
に
存
し
て
い
た
い
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
『
歌
よ
み
に
与
ふ
る
書
』
の
主
旨
は
、
伝
統
和
歌
、
就
中
そ
の
伝
統
を
墨

守
す
る
子
規
と
同
時
代
の
守
旧
派
歌
人
の
、
理
窟
、
下
ら
ぬ
趣
向
に
終
始

す
る
歌
を
批
判
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
あ
る
べ
き
歌
の
基
本
的
な
在
り
方
は
、

明
確
な
主
張
と
し
て
は
、
あ
り
の
ま
ま
の
真
心
の
表
現
と
い
う
所
に
と
ど
ま

っ
て
い
る
。
し
か
し
、そ
う
し
て
成
し
遂
げ
ら
れ
る
は
ず
の
表
現
世
界
と
し
て
、

客
観
的
な
世
界
の
表
現
に
そ
の
優
位
性
を
考
え
て
お
り
、「
写
生
」
が
そ
れ
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こ
う
し
た
唐
突
な
写
生
論
が
捉
え
ら
れ
て
行
く
よ
う
に
も
思
え
る
。
次
節
で

は
、
俳
論
か
ら
の
展
開
を
考
え
て
み
た
い
。

三
、
俳
句
か
ら
短
歌
へ

　　
一
般
に
、
時
系
列
で
言
う
な
ら
ば
、
俳
句
改
革
を
成
し
遂
げ
た
子
規
が
短

歌
改
革
に
乗
り
出
す
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
改
革
を
指
向
し
て
現
状
に
厳

し
い
批
判
を
加
え
る
歌
論
で
あ
る
『
歌
よ
み
に
与
ふ
る
書
』
が
明
治
三
十
一

年
の
二
月
か
ら
三
月
に
か
け
て
『
日
本
』
に
十
回
連
載
さ
れ
、
新
し
い
歌
の

提
示
と
し
て
の
「
百
中
十
首
」
が
、
そ
の
連
載
の
六
回
目
か
ら
七
回
目
と
の

間
に
は
じ
ま
り
、
や
は
り
『
日
本
』
に
掲
載
さ
れ
る
と
い
う
具
体
的
な
手
順

を
追
う
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
子
規
が
本
格
的
に
短
歌
に
力
を
入
れ
出
し

た
の
が
明
治
三
十
年
の
「
柿
の
歌
」
が
き
っ
か
け
で
あ
る
と
い
う
見
方
も
早

く
か
ら
提
示
さ
れ
て
い
る

10
。

　

こ
の
時
期
取
り
は
、
俳
句
改
革
の
達
成
を
受
け
て
と
い
う
に
相
応
し
い
、

と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
無
論
、
子
規
の
俳
句
改
革
の
達
成
が
い
つ
な
の

か
は
軽
々
に
言
え
な
い
こ
と
で
あ
る
も
の
の
、
そ
の
象
徴
的
な
子
規
の
文
章

と
し
て
、
明
治
三
十
年
に
『
日
本
』
に
発
表
さ
れ
た
「
明
治
二
十
九
年
の

俳
句
界
」
と
い
う
長
文
の
俳
論
を
あ
げ
る
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
異
論
が
な
い

で
あ
ろ
う

11
。

　

こ
の
文
章
に
つ
い
て
は
、
あ
ま
り
に
多
く
の
言
及
が
な
さ
れ
て
お
り
、
写

生
的
・
写
実
的
俳
句
の
達
成
と
い
う
位
置
づ
け
に
つ
い
て
も
動
か
な
い
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
論
を
進
め
る
に
あ
た
り
、
私
な
り
に
整
理
し
て
お
き
た
い
。

　
こ
の
論
は
、
明
治
三
十
年
の
一
月
か
ら
二
月
に
か
け
て
、
二
十
三
回
に
わ
た

っ
て
『
日
本
』
及
び
『
日
本
附
録
週
報
』
に
載
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ

の
第
二
十
三
回
目
に
は
、
全
体
の
要
旨
を
、

昨
年
に
限
り
た
る
俳
句
の
進
歩
は
調
子
の
上
に
新
調
の
生
ま
れ
出
で
た
る
と
、

趣
向
の
上
に
印
象
明
瞭
な
る
者
時
間
を
含
み
た
る
者
人
事
を
詠
じ
た
る
者

多
く
な
り
し
等
な
り
。

と
ま
と
め
て
い
る
。
門
下
の
俳
人
に
つ
い
て
具
体
的
に
言
及
さ
れ
て
い
る
が
、

中
心
と
な
る
の
は
、
河
東
碧
梧
桐
と
高
浜
虚
子
と
の
二
人
で
あ
る
。
特
に

碧
梧
桐
の
「
印
象
明
瞭
」
な
趣
向
が
「
写
生
」「
写
実
」
の
達
成
と
い
う
こ

と
に
な
る
。

　

第
三
回
目
に
、
碧
梧
桐
の
具
体
的
な
作
品
と
し
て
、
八
句
が
あ
げ
ら
れ
て

い
る
。赤

い
椿
白
い
椿
と
落
ち
に
け
り

乳
あ
ら
は
に
女
房
の
単
衣
襟
浅
き

な
ど
の
作
品
で
あ
る
。「
印
象
明
瞭
と
は
其
句
を
誦
す
る
者
を
し
て
眼
前
に

実
物
実
景
を
睹
る
が
如
く
感
ぜ
し
む
る
を
謂
ふ
」
と
定
義
さ
れ
、「
写
生
的

絵
画
の
小
幅
を
見
る
と
略
々
同
じ
」
な
ど
と
述
べ
ら
れ
る
。
第
四
回
目
か
ら

第
七
回
目
で
は
、「
印
象
明
瞭
と
い
ふ
こ
と
は
絵
画
の
長
所
な
り
」
と
し
て
、

絵
画
の
「
写
生
」
と
重
ね
合
わ
せ
な
が
ら
、
一
種
の
単
純
化
さ
れ
た
写
実
世

界
の
長
所
を
論
じ
る
。

　

第
七
回
・
第
八
回
で
は
、
余
韻
と
の
関
係
に
触
れ
て
、
余
韻
の
あ
る
句
は

印
象
不
明
瞭
と
な
る
こ
と
も
あ
る
が
、
全
体
と
し
て
文
学
的
な
達
成
が
な

さ
れ
て
い
れ
ば
よ
い
と
し
て
、
必
ず
し
も
印
象
明
瞭
な
句
だ
け
が
佳
い
句
で

は
な
い
こ
と
を
、
芭
蕉
の
例
な
ど
で
説
明
す
る

12
。　
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単
純
化
は
な
さ
れ
て
い
な
い
が
、
絵
画
か
ら
学
ん
だ
「
写
生
」
の
概
念
を
、

俳
句
の
理
念
と
し
て
適
合
さ
せ
て
行
こ
う
と
す
る
姿
勢
が
明
確
に
見
え
て
お

り
、
そ
の
鮮
や
か
な
実
現
と
し
て
碧
梧
桐
の
句
を
見
て
い
る
。
言
う
ま
で
も

な
く
子
規
自
身
の
句
で
の
達
成
も
意
識
さ
れ
て
お
り
、
碧
梧
桐
の
作
品
は
、

そ
れ
を
よ
く
学
び
得
た
も
の
と
考
え
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

第
九
回
か
ら
は
虚
子
の
作
品
の
論
評
に
移
り
、「
時
間
的
俳
句
」
と
し
て

　
　

し
ぐ
れ
ん
と
し
て
日
晴
れ
庭
に
鵙
来
鳴
く

盗
ん
だ
る
案
山
子
の
笠
に
雨
急
な
り

な
ど
を
あ
げ
「
し
ぐ
れ
ん
と
し
て
」
の
よ
う
な
句
を
「
客
観
的
時
間
」、「
盗

ん
だ
る
」
の
よ
う
な
句
を
「
主
観
的
時
間
」
と
し
て
、
前
者
は
現
在
の
時

間
と
の
接
続
、
後
者
は
過
去
・
未
来
の
時
間
と
の
接
続
と
い
う
よ
う
に
分

け
る
。「
客
観
的
時
間
」
に
つ
い
て
は
、
変
動
の
相
を
よ
く
捉
え
た
も
の
と

し
て
、
今
ま
で
に
な
い
世
界
の
創
造
と
考
え
る
。「
主
観
的
時
間
」
に
つ
い
て

は
、
蕪
村
の

御
手
討
の
夫
婦
な
り
し
を
更
衣

な
ど
の
系
譜
と
捉
え
て
い
る
。

　
さ
ら
に
第
十
一
回
で
は
「
人
事
を
詠
じ
た
る
事
」
と
し
て
、

屠
蘇
臭
く
し
て
酒
に
若
か
ざ
る
憤
り

な
ど
の
句
を
あ
げ
て
、
従
来
取
り
上
げ
ら
れ
な
い
世
界
を
詠
む
こ
と
に
言
及

す
る
。

　
こ
の
あ
た
り
ま
で
読
み
進
め
て
行
く
と
、
写
生
的
俳
句
の
確
立
と
さ
れ
る

こ
の
評
論
は
、
む
し
ろ
俳
句
の
他
の
可
能
性
へ
目
を
向
け
、
そ
れ
も
「
進
化
」

と
す
る
、
や
や
焦
点
が
拡
散
す
る
印
象
を
受
け
る
。
し
か
し
、
虚
子
の
達

成
を
、
十
分
文
学
的
な
達
成
と
認
め
な
が
ら
も
、「
時
間
的
俳
句
」
や
「
主

観
的
俳
句
」
は
、
俳
句
の
短
所
に
む
し
ろ
挑
戦
し
た
が
故
の
達
成
で
あ
り
、

そ
う
し
た
傾
向
の
作
品
は
長
続
き
す
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
と
論
じ
て
い

る
。
子
規
は
俳
句
の
長
所
を
絵
画
的
な
世
界
、
そ
れ
も
小
景
を
画
く
絵
画

的
世
界
を
詠
み
込
む
所
に
あ
る
と
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
最
初
に
論
じ

ら
れ
た
碧
梧
桐
的
な
世
界
こ
そ
が
、
子
規
の
目
指
す
世
界
、
す
な
わ
ち
写

生
的
な
世
界
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。　

　

こ
う
し
た
理
念
は
、
例
え
ば
芭
蕉
に
戻
ろ
う
と
す
れ
ば
、
理
論
的
な
段

階
で
も
偏
差
は
あ
る
も
の
の
、

 

「
松
の
事
は
松
に
習
へ
、
竹
の
事
は
竹
に
習
へ
」
と
師
の
詞
あ
り
し
も
、
私
意

を
は
な
れ
よ
と
い
ふ
事
な
り

と
い
う
『
三
冊
子
』
の
有
名
な
立
言
な
ど
も
想
起
さ
せ
る
。
す
な
わ
ち
古
典

俳
論
と
の
連
続
性
へ
の
測
鉛
を
試
み
た
く
な
る
。
そ
れ
は
、
子
規
の
以
上
の

論
述
で
、「
進
化
」
を
言
う
場
合
、
常
に
芭
蕉
・
蕪
村
と
い
う
階
梯
が
意
識

さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

  

別
の
観
点
か
ら
、
そ
う
し
た
測
鉛
を
試
み
た
の
が
堀
切
実
の
論
で
あ
る

13
。

堀
切
は
、
芭
蕉
の

　
　

荒
海
や
佐
渡
に
よ
こ
た
ふ
天
河

を
念
頭
に
、「
虚
実
相
通
」「
虚
実
融
合
」
と
い
う
視
点
か
ら
、
芭
蕉
の
世
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界
を
「
心
象
風
景
」
の
形
成
と
し
て
、茂
木
健
一
郎
の
脳
科
学
で
言
う
、我
々

の
捉
え
る
の
は
「
現
実
の
写
し
」
で
あ
り
現
実
自
体
で
は
な
い
と
す
る
論
を

参
照
し
て
、「
写
生
」
の
あ
り
方
に
迫
る
。
芭
蕉
か
ら
蕉
門
の
思
考
を
考
察
し
、

子
規
の
写
生
論
を
「
明
治
二
十
九
年
の
俳
句
界
」
を
中
心
に
分
析
し
、「
印

象
明
瞭
」
と
「
余
韻
」
の
関
係
に
注
目
し
た
上
で
、
碧
梧
桐
・
虚
子
、
さ

ら
に
は
山
口
誓
子
に
至
る
写
生
論
の
変
遷
を
考
察
し
、「
姿
先
情
後
」
か
「
情

先
姿
後
」
か
、「
虚
先
実
後
」
か
「
実
先
虚
後
」
か
、「
取
合
せ
」
論
か
「
一

物
仕
立
」
論
か
と
い
う
芭
蕉
以
来
の
短
詩
型
表
現
の
理
論
的
根
拠
の
一
貫
性

を
見
よ
う
と
す
る
。

　
つ
ま
り
は
、
子
規
の
俳
句
改
革
は
、
そ
の
後
継
者
を
も
含
め
て
、
無
理

の
な
い
形
で
詩
型
の
連
続
性
が
保
た
れ
て
い
る
こ
と
を
論
じ
よ
う
と
し
て
い

る
。
子
規
の
俳
句
改
革
の
子
規
の
好
ん
で
用
い
る
言
葉
で
言
え
ば「
進
化
」は
、

古
典
俳
句
か
ら
の
延
長
の
上
に
そ
れ
が
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

堀
切
は
、
和
歌
の
場
合
、「
さ
ら
に
徹
底
し
た
“
実
景
”
尊
重
の
流
れ
」

が
見
届
け
ら
れ
る
と
し
て
、
村
田
春
海
・
富
士
谷
御
杖
・
香
川
景
樹
を
あ
げ
、

景
樹
の
歌

い
づ
く
よ
り
駒
う
ち
い
れ
む
佐
保
川
の
さ
ざ
れ
に
う
つ
る
白
菊
の
花

を
取
り
上
げ
、「
叙
景
」「
実
景
」
と
評
し
た
く
な
る
旨
を
述
べ
て
い
る
。

　

確
か
に
『
歌
学
提
要
』14
に
は
「
趣
向
」
の
項
で
、「
詠
歌
に
趣
向
を
求
む

る
事
は
、有
る
ま
じ
き
業
な
り
」と
子
規
と
類
同
の
言
説
を
述
べ
た
上
で
、「
た

だ
実
物
・
実
景
に
向
ひ
て
、
お
も
ふ
ま
ゝ
を
す
ら
〳
〵
と
よ
み
出
で
む
に
は
、

お
の
づ
か
ら
調
べ
と
ゝ
の
ひ
て
愛
た
き
調
は
出
で
く
る
も
の
な
り
。」
と
子
規

の
「
写
生
」
に
近
い
言
説
も
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
「
実
景
」
は
、
必

ず
し
も
子
規
と
一
致
は
し
な
い
こ
と
は
、「
実
景
」
の
項
で
も
明
ら
か
で
あ
る
。

「
実
景
と
い
へ
ば
と
て
、
見
聞
く
有
る
が
ま
ゝ
を
の
み
云
ふ
も
の
な
ら
む
や
」

と
し
た
上
で
、

実
景
と
い
へ
ば
見
聞
く
有
る
が
ま
ゝ
を
云
ふ
も
の
と
意
得
、
或
は
思
ふ
ま
ゝ

を
云
ふ
も
の
な
り
と
い
ふ
を
、
口
よ
り
出
づ
る
ま
ゝ
を
云
ふ
も
の
と
意
得
る

た
ぐ
ひ
も
少
か
ら
ず
。こ
は
い
み
じ
き
ひ
が
ご
と
な
り
。た
ゞ
そ
の
お
も
ふ
ま
ゝ

の
実
情
を
偽
り
飾
ら
ず
、
歌
と
よ
み
い
で
む
の
み
。

と
言
明
し
て
い
る
。
結
局
は
実
情
表
現
で
あ
り
、
誠
実
（
ま
こ
と
）
の
表
現

だ
と
す
る
論
に
収
束
す
る
。

　

景
樹
の
言
う
「
実
景
」
に
対
し
て
、
精
緻
な
分
析
を
加
え
た
神
作
研
一の

論
が
あ
る

15
。『
毎
月
抄
』
の
「
景
気
」
か
ら
歌
論
史
を
辿
り
、
景
樹
の
言

説
の
継
承
と
批
判
、
さ
ら
に
は
、
当
時
の
詩
論
・
画
論
と
の
同
時
代
性
に

至
る
ま
で
、
行
き
届
い
た
分
析
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
「
景
樹
の ︿
実

景
論
﹀
は
、
先
ず
何
よ
り
も
「
実
際
ノ
ケ
シ
キ
」
に
つ
く
こ
と
を
希
求
す
る

と
い
う
一
種
の
現
実
主
義
に
向
か
い
な
が
ら
、
同
時
に
「
マ
コ
ト
ノ
ケ
シ
キ
」

を
具
現
す
る
た
め
の
い
わ
ば
主
情
主
義
に
赴
く
と
い
う
、
二
重
構
造
を
有
す

る
」
と
総
括
す
る
。
子
規
の
現
実
主
義
的
な
実
景
論
と
一
線
を
画
す
る
こ
と

が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

　
そ
れ
以
前
に
も
、
藤
平
春
男
に
よ
り
、
近
世
に
お
い
て
、
現
実
主
義
的
な

傾
向
が
強
ま
り
な
が
ら
も
、
例
え
ば
景
樹
の
場
合
、
短
歌
が
抒
情
詩
で
あ

り
、
様
式
的
に
確
立
し
て
い
る
「
み
や
び
」
の
し
ば
り
に
よ
り
、
現
実
主
義

的
な
写
実
に
至
ら
な
い
近
世
リ
ア
リ
ズ
ム
歌
人
の
限
界
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

16
。

さ
ら
に
は
、
国
学
的
歌
論
を
出
発
点
に
持
つ
、
和
歌
は
「
人
間
の
欲
情
（
人

間
的
感
情
）」
の
表
現
と
す
る
し
ば
り
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
論
の
指
摘
、
そ
し
て
景
樹
自
身
の
言
説
か
ら
も
、
子
規
の
写
生
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論
と
の
間
の
径
庭
は
認
め
ぬ
わ
け
に
は
い
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が

ら
、
神
作
の
総
括
に
も
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
二
重
構
造
で
一
体
と
な
る
片
割

れ
と
い
う
こ
と
に
な
る
に
せ
よ
、
現
実
の
風
景
に
向
か
う
実
景
の
重
視
は
確

か
に
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
子
規
へ
向
か
う
根
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
景
樹
に
対
し
て
は
、
子
規
は
徹
底
的
な
批
判
者
で
あ
る

こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
。「
再
び
歌
よ
み
に
与
ふ
る
書
」
の
中
に
お
け

る

香
川
景
樹
は
古
今
貫
之
崇
拝
に
て
見
識
の
低
き
こ
と
は
今
更
申
す
迄
も
無

之
候
。

は
有
名
な
文
言
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
に
続
き
、

俗
な
歌
の
多
き
事
も
無
論
に
候
。
併
し
景
樹
に
は
善
き
歌
も
有
之
候
。
自

己
が
崇
拝
す
る
貫
之
よ
り
も
善
き
歌
多
く
候
。

と
し
て
、景
樹
は
全
否
定
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、貫
之
時
代
か
ら
の
「
進

歩
」
と
も
認
識
さ
れ
て
い
る
。「
善
き
歌
」
が
ど
れ
を
指
す
か
は
明
確
に
さ

れ
て
い
な
い
が
、
景
樹
の
持
つ
近
代
的
な
、
子
規
的
な
意
味
に
お
け
る
実
景

指
向
の
歌
を
指
す
こ
と
は
想
像
さ
れ
よ
う
。

　
『
歌
話
』
の
中
で
は
、

景
樹
と
い
ふ
男
の
く
だ
ら
ぬ
男
な
る
事
は
今
更
い
は
で
も
の
事
な
が
ら
、
余

り
と
い
へ
ば
余
り
な
る
言
ひ
草
の
傍
若
無
人
な
る
に
腹
据
ゑ
兼
ね
て
鉄
の
筆

も
て
少
し
ぶ
ち
の
め
し
て
く
れ
ん
ず
と
思
ふ
。
若
し
彼
の
贔
屓
せ
ん
者
あ
ら

ば
尽
く
同
罪
た
る
べ
き
者
な
り
。

も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。『
新
学
異
見
』
や
『
古
今
和
歌
集
正
義
』
へ
の
批

判
を
行
う
の
だ
が
、
作
品
に
つ
い
て
も
、
景
樹
の

根
を
絶
え
て
さ
ゞ
れ
の
上
に
咲
き
に
け
り
雨
に
流
れ
し
撫
子
の
花

を
引
き
、「
雨
に
流
れ
し
」
は
過
去
で
あ
り
、
他
の
句
の
「
現
在
の
客
観
」

に
不
釣
合
い
と
す
る
。
結
果
を
見
て
原
因
を
推
定
す
る
の
は
悪
い
、
理
窟
で

あ
る
と
し
て
、
あ
く
ま
で
「
雨
に
流
れ
し
」
の
四
句
目
を
非
難
す
る
。

　
こ
の
作
品
評
に
つ
い
て
は
、「
明
治
二
十
九
年
の
俳
句
界
」
で
虚
子
の
句
へ

の
論
評
で
言
う
「
時
間
的
俳
句
」
の
よ
う
な
見
方
で
も
っ
て
、
作
品
を
見
て

行
く
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
先
に
あ
げ
た
景
樹
へ
の
罵

倒
と
も
取
れ
る
発
言
は
、
景
樹
の
実
朝
に
対
す
る
低
い
評
価
と
、
国
学
的

な
日
本
始
原
論
、
排
外
的
な
国
語
観
に
対
す
る
も
の
で
あ
り
、
必
ず
し
も

景
樹
の
歌
の
本
質
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
か
は
疑
問
で
あ
る
。
俳
句
の
場
合

は
、
芭
蕉
か
ら
の
継
承
の
中
で
、
伝
統
を
踏
ま
え
な
が
ら
改
革
の
階
梯
を
上

り
行
く
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
が
、
和
歌
の
場
合
は
、
伝
統
を
否
定
す
る

こ
と
が
急
で
あ
り
、
姿
勢
の
違
い
は
大
き
な
も
の
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。
伝

統
和
歌
と
の
接
続
と
い
う
こ
と
は
排
す
る
と
い
う
形
で
論
が
進
ん
で
し
ま
い

が
ち
な
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
見
方
を
変
え
る
な
ら
ば
、
俳
諧
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
写

生
的
な
も
の
の
せ
り
上
が
り
は
、
和
歌
伝
統
の
中
で
は
、
困
難
で
あ
っ
た
と

言
え
よ
う
。
景
樹
の
歌
論
が
「
実
景
」
と
い
う
こ
と
で
一
見
そ
れ
に
近
づ
き

な
が
ら
も
、
和
歌
的
な
伝
統
の
縛
り
に
収
束
す
る
の
は
、
先
に
、
神
作
や

藤
平
の
論
を
参
照
し
な
が
ら
述
べ
た
。
景
樹
の
言
う
「
調
べ
」
は
必
ず
し
も

音
調
だ
け
の
こ
と
で
は
な
く
、
総
体
的
に
見
え
て
く
る
和
歌
ら
し
さ
の
所
以



68

で
あ
ろ
う
。「
写
生
」
の
実
態
と
し
て
「
印
象
明
瞭
」
と
い
う
基
礎
概
念
は

俳
諧
の
中
で
は
提
示
さ
れ
な
が
ら
も
、『
歌
よ
み
に
与
ふ
る
書
』
で
は
、
必

ず
し
も
そ
の
こ
と
は
論
じ
ら
れ
ず
、「
写
生
」
が
主
流
的
な
議
論
と
な
ら
な

い
の
は
、
こ
う
し
た
和
歌
伝
統
に
子
規
も
自
覚
的
で
あ
っ
た
と
も
言
え
る
。

歌
の
中
で
、
あ
る
い
は
歌
に
関
す
る
言
説
の
中
で
、
ど
う
し
て
も
「
写
生
」

及
び
「
写
実
」
が
美
術
に
関
す
る
概
念
に
帰
っ
て
行
く
の
も
、
そ
の
あ
た
り

に
所
以
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。

四
、
明
治
二
十
八
年
の
子
規
の
歌

  

子
規
の
和
歌
は
、
先
に
も
言
及
し
た
明
治
三
十
年
の
「
柿
の
歌
」
六
首
以

前
に
五
〇
四
首
が
残
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
明
治
二
十
九
年
の
歌
は
一
首

も
残
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、『
歌
よ
み
に
与
ふ
る
書
』
前
夜
の
歌
と
し
て
は

明
治
二
十
八
年
の
歌
が
そ
れ
に
当
た
る
こ
と
に
な
ろ
う
。『
自
筆
本
竹
乃
里

歌
』で
は
こ
の
年
に
は
多
く
の
新
体
詩
を
載
せ
て
い
る
。
新
体
詩
に
つ
い
て
も
、

明
治
二
十
八
年
の
「
歌
」
を
考
え
る
上
で
は
念
頭
に
置
い
て
も
よ
い
で
あ
ろ

う
17

。
ち
な
み
に
、
自
筆
本
の
表
記
法
に
注
目
す
る
と
、
明
治
三
十
一
年
以

後
の
歌
の
表
記
で
は
、
変
体
仮
名
連
綿
体
の
使
用
が
減
り
、
漢
字
も
草
書

体
を
用
い
な
く
な
る
。
そ
う
し
た
表
記
法
の
走
り
と
し
て
、
こ
の
年
の
新
体

詩
の
表
記
を
捉
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る

18
。
和
歌
の
表
記
法
に
は
大
き
な

変
化
は
な
い
が
、
作
風
で
は
変
化
が
見
ら
れ
な
い
か
、
そ
の
辺
り
を
考
え
て

み
た
い
。

  

や
や
予
断
的
な
物
言
い
と
な
る
が
、
こ
の
年
は
子
規
に
と
っ
て
重
要
な
年

で
あ
っ
た

19
。
二
月
に
、
日
清
戦
争
従
軍
記
者
と
な
る
こ
と
が
決
定
し
、
三

月
に
は
出
港
地
広
島
を
訪
れ
、
故
郷
松
山
を
往
復
し
、
四
月
十
日
出
航
し
て
、

十
五
日
に
金
州
に
至
っ
て
い
る
。
記
者
と
し
て
金
州
を
拠
点
に
旅
順
な
ど
に

も
赴
き
取
材
し
、
五
月
十
四
日
帰
国
の
途
に
つ
い
て
い
る
。
船
中
で
喀
血
し
、

五
月
二
十
三
日
、
担
架
で
上
陸
し
、
神
戸
病
院
に
入
院
、
そ
の
後
、
須
磨

療
養
所
で
静
養
を
続
け
、
八
月
二
十
日
療
養
所
を
出
て
、
故
郷
松
山
に
移

り
、漱
石
と
同
居
す
る
。
十
月
十
七
日
東
京
へ
の
帰
途
に
つ
き
、奈
良
を
経
て
、

十
月
三
十
一
日
に
東
京
に
帰
着
す
る
と
い
う
、
子
規
の
生
涯
で
最
大
の
遍
歴

時
代
を
過
ご
す
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
年
の
歌
の
上
で
、
最
も
大
き
な
原
体
験
と
な
る
の
が
、
金
州
で
の
そ

れ
で
あ
る
。
そ
の
体
験
の
直
接
反
映
し
た
歌
が
、
明
治
二
十
八
年
の
作
と
し

て
『
竹
乃
里
歌
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
一
首
と
し
て
次
の
作
品
が
収

め
ら
れ
て
い
る
。

た
ゝ
か
ひ
の
跡
と
ぶ
ら
へ
ば
家
を
な
み
道
の
辺
に
さ
く
つ
ま
梨
の
花

　
「
写
生
」
と
い
う
こ
と
で
見
る
な
ら
ば
、「
つ
ま
梨
の
花
」
に
焦
点
が
あ
る
。

上
句
は
「
…
す
れ
ば
…
な
の
で
」
と
い
う
形
で
理
窟
に
展
開
す
る
可
能
性
も

あ
る
が
、
こ
こ
で
は
無
論
理
窟
で
は
な
く
、
子
規
自
身
の
体
験
で
あ
り
、
ま

さ
に
目
に
し
た
戦
い
の
後
の
風
景
で
あ
る
。
戦
争
の
跡
と
し
て
目
に
し
た
も

の
で
あ
り
、
全
体
が
「
写
生
」
と
い
っ
て
よ
い
作
品
で
あ
ろ
う
。
ほ
ぼ
同
様

な
景
を
捉
え
た
同
じ
年
の
俳
句
に
、

梨
咲
く
や
い
く
さ
の
あ
と
の
崩
れ
家

が
あ
り
、
焦
点
の
当
て
方
が
や
や
異
な
る
印
象
は
あ
る
が
、
両
者
共
に
同
様

な
景
を
描
い
た
「
写
生
」
だ
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
体
験
は
、
例

え
ば
明
治
三
十
一
年
の
「
百
中
十
首
」
で
も
繰
り
返
し
詠
ま
れ
て
い
て
、
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人
住
ま
ぬ
い
く
さ
の
あ
と
の
崩
れ
家
杏
の
花
の
咲
き
て
け
る
か
な

な
ど
、
同
様
な
世
界
の
作
品
を
生
ん
で
い
る
。

　

明
治
二
十
八
年
の
一
首
は
、「
金
州
城
に
て
」
と
い
う
詞
書
に
よ
る
も
の
だ

が
、
次
の
一
首
と
共
に
詠
ま
れ
て
い
る
。

か
ら
山
の
風
す
さ
ぶ
な
り
故
さ
と
の
隅
田
の
桜
今
か
散
る
ら
ん

異
国
と
の
季
節
感
の
相
違
が
詠
ま
れ
て
い
る
が
、
同
じ
モ
チ
ー
フ
の
作
品
と

し
て
「
金
州
」
の
詞
書
で
、

か
ら
山
に
春
風
吹
け
ば
日
の
も
と
の
冬
の
半
に
似
た
る
頃
哉

と
い
う
作
も
あ
り
、
よ
り
具
体
的
に
日
本
の
気
象
と
の
差
違
が
詠
ま
れ
て
い

る
。
い
ず
れ
も
「
写
生
」
と
い
う
概
念
で
は
説
明
し
き
れ
な
い
作
品
だ
と
思

わ
れ
る
が
、
現
実
に
即
し
た
表
現
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
現
実
の
体

験
と
現
実
の
体
験
か
ら
の
感
想
に
基
づ
い
た
表
現
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で

も
な
く
、
そ
う
し
た
現
実
な
り
感
想
の
素
直
な
表
現
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で

あ
ろ
う
。

　
『
自
筆
本
竹
乃
里
歌
』
所
収
の
、
こ
の
年
の
最
初
の
歌
は
、

見
わ
た
せ
ば
も
ろ
こ
し
か
け
て
舟
も
な
し
霞
に
つ
ゞ
く
渤
の
海
原

で
あ
る
が
、
当
然
海
路
を
詠
う
作
品
は
多
い
。「
金
州
へ
ま
か
る
舟
の
中
に
て

よ
め
る
歌
」
と
し
た

舟
に
し
て
家
や
は
い
づ
く
わ
た
つ
み
の
見
ゆ
る
限
り
は
見
る
も
の
な
し
も

の
よ
う
に
、
語
末
の
表
現
と
と
も
に
、
全
体
は
「
こ
こ
に
し
て
家
や
も
い
づ

こ
白
雲
の
た
な
び
く
山
を
越
え
て
来
に
け
り
」（
巻
三・二
八
七
・
石
上
卿
、
西

本
願
寺
本
の
形
で
示
す
）
の
よ
う
な
『
万
葉
集
』
の
影
響
の
見
ら
れ
る
点
も

注
意
さ
れ
よ
う
。
こ
う
し
た
景
を
「
写
生
」
の
レ
ベ
ル
で
判
定
す
る
の
は
簡

単
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
現
実
の
体
験
の
素
直
な
反
映
で
あ
る
こ
と
は

言
う
ま
で
も
な
い
。

　

あ
る
意
味
で
は
当
然
だ
が
、
こ
の
年
の
金
州
で
の
作
品
は
、
従
軍
と
い
う

現
実
に
根
ざ
し
た
作
品
群
で
あ
る
。「
写
生
」
と
い
う
点
で
は
、
少
し
観
念

的
な
景
の
提
示
で
あ
っ
た
り
、「
印
象
明
瞭
」
と
い
う
ほ
ど
の
焦
点
が
な
か
っ

た
り
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
「
写
生
」
の
達
成
を
判
断
す
る
の
が
難
し
い
歌

も
多
々
あ
る
が
、
現
実
に
根
ざ
し
た
歌
で
あ
る
こ
と
は
、
繰
り
返
す
ま
で
も

な
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
、
よ
り
豊
富
な
形
で
展
開
し
得
た
の
が
、
金
州
の

新
体
詩
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

廃
墟
の
中
に
花
が
残
る
と
い
う
発
想
は
、そ
こ
で
も
受
け
継
が
れ
る
。「
金

州
城
」
と
い
う
詩
は
、

わ
が
す
め
ろ
ぎ
の　

春
四
月
、
／
金
州
城
に　

来
て
見
れ
ば
、
／
い
く
さ
の

あ
と
の　

家
荒
れ
て
、
／
杏
の
花
ぞ　
さ
か
り
な
る
。

で
あ
り
、
歌
に
も
見
ら
れ
た
モ
チ
ー
フ
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
が
、
字
数
が

多
い
の
で
、
よ
り
自
由
に
そ
の
事
情
や
対
比
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。「
髑
髏
」

も
同
様
な
作
品
だ
が
、
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三
崎
の
山
を　

打
ち
こ
え
て
／
い
く
さ
の
あ
と
を　

と
め
く
れ
ば
、
／
こ
ゝ

も
か
し
こ
も　

紫
に
／
菫
咲
く
野
の　
さ
れ
か
う
べ
。

と
、
戦
場
の
跡
ら
し
い
風
景
が
詠
わ
れ
て
い
る
。

　
こ
こ
で
詠
ま
れ
た
「
三
崎
の
山
」
は
、
金
州
郊
外
の
岡
で
、
敵
情
の
視
察

に
行
き
捕
ら
え
ら
れ
て
処
刑
さ
れ
た
、
通
訳
官
で
あ
っ
た
、
鐘
崎
・
山
崎
・

藤
崎
の
三
人
の
武
勇
を
顕
彰
す
る
た
め
の
碑
が
、
建
て
ら
れ
た
場
所
で
あ
っ

た
。
子
規
は
そ
の
こ
と
に
も
関
心
を
持
ち
、「
三
崎
山
」
と
題
す
る
二
十
行

か
ら
な
る
新
体
詩
を
作
っ
て
い
る
。

通
訳
官
と　

そ
の
は
じ
め
／
誰
が
あ
な
ど
り
し
。
国
の
た
め
／
君
等
が
捨
て

し　

命
こ
そ
／
誠
に
忠
義
の　

鑑
な
れ
。

で
は
じ
ま
り
、
三
人
の
事
跡
を
詠
う
。
内
容
は
事
跡
そ
の
も
の
よ
り
、
冒
頭

部
を
引
い
た
よ
う
に
、
彼
ら
の
「
忠
義
」
を
称
え
る
こ
と
に
主
眼
が
置
か
れ

て
い
る
が
、
こ
れ
も
従
軍
で
見
聞
し
た
事
実
か
ら
の
感
想
で
あ
る
に
他
な
ら

な
い
。
景
を
構
成
す
る
「
写
生
」
そ
の
も
の
で
は
な
い
に
し
て
も
、
現
実
に

根
ざ
し
た
表
現
で
あ
る
こ
と
に
は
違
い
な
い
。

　

金
州
で
の
体
験
に
基
づ
く
作
品
と
し
て
は
、「
胡
弓
」
と
い
う
新
体
詩
が

最
も
大
き
な
規
模
の
作
品
で
あ
る
。
全
体
で
六
十
四
行
か
ら
な
る
。
故
郷

を
離
れ
て
異
国
の
戦
場
に
来
て
い
る
二
人
の
軍
夫
が
、
郊
外
の
廃
屋
で
会
話

を
交
わ
す
う
ち
に
、
ど
こ
か
ら
か
門
付
の
少
年
が
二
人
現
れ
、
胡
弓
と
撃
ち

木
に
合
わ
せ
な
が
ら
、
何
か
を
歌
い
な
が
ら
物
乞
い
を
す
る
と
い
う
内
容
で

あ
る
。
軍
夫
の
望
郷
の
思
い
と
、
少
年
の
国
が
破
れ
た
思
い
の
歌
が
重
な
る

と
い
う
作
品
で
あ
り
印
象
が
深
い
。

　

現
実
に
こ
の
よ
う
な
景
を
目
撃
し
た
と
い
う
よ
り
は
、
こ
う
し
た
状
況
が
、

い
く
つ
か
の
見
聞
を
基
に
し
て
創
作
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
方
が
、
実
事
に

近
い
で
あ
ろ
う
。
最
後
の
聯
は
、

あ
は
れ
を
尽
す　

音
楽
に
／
神
の
心
も　

動
き
け
ん
、
／
黒
雲
低
く　

舞
ひ

落
ち
て
、
／
ま
だ
此
頃
を　

冴
え
返
る
／
渤
海
湾
の　

風
寒
く
／
一
吹
き
吹

け
ば
、
ち
ら
〳
〵
と
／
胡
弓
取
る
手
の　

其
上
に
／
ふ
り
来
る
梨
の　

花

吹
雪
。

と
収
め
て
い
る
。
最
後
の
叙
景
は
、「
花
吹
雪
」
な
ど
や
や
観
念
的
で
は
あ

る
が
、
国
破
れ
た
遼
東
半
島
の
景
と
し
て
の
象
徴
性
も
持
と
う
。

　

以
上
、
当
然
の
こ
と
で
は
あ
れ
、
従
軍
と
い
う
子
規
に
と
っ
て
は
特
別
な

体
験
は
、
そ
の
体
験
が
な
く
て
は
触
れ
得
な
い
現
実
に
立
脚
し
た
表
現
を
生

ん
で
い
る
。
そ
う
し
た
体
験
は
子
規
が
熱
望
し
て
志
願
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

勿
論
、
詩
歌
の
取
材
を
目
的
と
し
た
か
ら
と
い
う
の
は
、
明
治
の
男
性
の
持

つ
、
戦
争
と
い
う
事
態
へ
の
対
処
法
の
理
解
に
欠
く
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
と

い
っ
て
、
詩
歌
の
態
度
へ
の
何
ら
か
の
変
化
の
期
待
が
慮
外
だ
と
す
る
の
は
、

ま
た
形
式
的
に
過
ぎ
る
で
あ
ろ
う
。
何
れ
に
し
て
も
、
こ
の
体
験
の
子
規
の

歌
に
も
た
ら
し
た
物
は
大
き
く
、
後
の
歌
の
展
開
に
も
大
き
な
関
わ
り
を
持

つ
も
の
と
思
わ
れ
る
。　

  

先
に
記
し
た
よ
う
に
、
子
規
は
帰
国
の
船
で
喀
血
し
、
そ
の
ま
ま
神
戸
病

院
に
収
容
さ
れ
、
後
に
須
磨
の
療
養
所
で
過
ご
し
て
い
る
。
須
磨
は
『
源
氏

物
語
』
の
舞
台
で
あ
り
、
元
々
歌
枕
の
地
で
あ
っ
た
。

も
し
ほ
や
く
烟
も
た
え
て
須
磨
の
浦
に
た
ゞ
す
み
の
ぼ
る
秋
の
夜
の
月
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の
よ
う
な
、
ほ
と
ん
ど
古
典
和
歌
そ
の
も
の
の
よ
う
な
作
品
も
子
規
は
そ
の

地
で
残
し
て
い
る
。

　
　
漁
火
の
数
そ
ふ
見
れ
ば
須
磨
の
浦
や
う
し
ろ
の
山
に
月
落
ち
け
ら
し

は
、
下
句
の
表
現
は
見
た
ま
ま
の
「
写
生
」
を
思
わ
せ
る
が
、
上
句
は
や
は

り
古
典
的
で
あ
る
。
ま
た
、
療
養
の
現
実
は
、「
す
ま
に
住
み
け
る
頃
、
伊

予
へ
わ
た
ら
ん
と
こ
ゝ
ろ
ざ
し
な
が
ら
、
い
た
つ
き
の
た
め
心
な
ら
ぬ
日
を
お

く
り
け
れ
ば
」
と
、
そ
の
様
子
を
素
直
に
述
べ
る
詞
書
を
付
し
、

秋
風
の
ふ
く
に
つ
け
て
も
月
の
入
る
山
の
端
い
か
に
こ
ひ
し
か
る
ら
ん

な
ど
と
詠
む
。
こ
の
歌
の
場
合
、
上
二
句
が
「
秋
風
の
吹
く
に
つ
け
て
も
と

は
ぬ
か
な
荻
の
葉
な
ら
ば
音
は
し
て
ま
し
」
と
い
う
『
後
撰
和
歌
集
』（
恋
四・

八
四
六
・
中
務
）
の
歌
と
重
な
り
、
や
は
り
古
典
的
な
印
象
は
免
れ
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
、
金
州
の
体
験
が
、
直
ち
に
そ
れ
以
後
の
歌
を
変
え
た
と
す

る
の
は
早
計
だ
が
、
現
実
に
即
し
た
世
界
を
詠
む
と
い
う
方
向
は
、
大
き

く
見
る
な
ら
ば
、
そ
れ
以
後
の
子
規
の
歌
の
方
向
を
示
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

俳
句
改
革
の
達
成
を
受
け
て
、
理
論
的
な
構
築
を
経
て
、
実
作
上
の
改
革

が
始
ま
る
と
い
う
時
系
列
は
否
定
す
べ
く
も
な
い
が
、
そ
の
実
作
上
の
準
備

が
、
金
州
で
の
作
品
、
さ
ら
に
は
金
州
で
の
体
験
を
通
じ
て
な
さ
れ
て
い
た

の
だ
と
考
え
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う

20
。
子
規
の
歌
業
に
お
け
る
明
治
二
十
八

年
は
重
い
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
た
だ
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
絵
画
的
な

「
写
生
」
を
指
向
す
る
と
言
う
よ
り
も
、
現
実
に
即
し
た
世
界
を
指
向
す

る
と
言
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

五
、
子
規
の
歌
の
行
方

　

子
規
の
明
治
三
十
一
年
以
降
の
作
品
の
中
に
は
、
ま
さ
に
「
写
生
」
を
体

現
し
た
作
品
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。明
治
三
十
三
年
の「
五

月
二
十
一
日
朝
、
雨
中
庭
前
の
松
を
見
て
作
る
」
と
題
す
る

松
の
葉
の
細
き
葉
毎
に
置
く
露
の
千
露
も
ゆ
ら
に
玉
も
こ
ぼ
れ
ず

以
下
十
首
か
ら
な
る
松
の
葉
に
置
い
た
露
を
詠
ん
だ
歌
群
は
有
名
だ
が
、
子

規
も
そ
の
よ
う
な
作
品
と
し
て
自
負
し
て
い
た
こ
と
が
『
墨
汁
一
滴
』
明
治

三
十
四
年
四
月
二
十
六
日
条
か
ら
も
知
ら
れ
、
子
規
の
代
表
作
と
し
て
の
位

置
を
占
め
て
い
る
。
あ
ら
た
め
て
子
規
の
主
張
の
要
所
を
引
け
ば
、
以
下
の

箇
所
と
な
ろ
う
。

余
が
去
夏
松
葉
の
歌
十
首
を
も
の
し
た
る
は
古
人
の
見
つ
け
ざ
り
し
場
所
、

或
は
見
つ
け
て
も
歌
化
せ
ざ
り
し
場
所
を
見
つ
け
得
た
る
者
と
し
て
誇
り
し

な
り
。
若
し
花
の
露
な
ら
ば
古
歌
に
も
多
く
あ
り
、
ま
た
旧
派
の
歌
人
も
自

称
新
派
の
歌
人
も
皆
喜
ん
で
取
る
所
の
趣
向
に
し
て
陳
腐
中
の
陳
腐
、
厭
味

中
の
厭
味
な
る
者
な
り
。

　

こ
こ
で
は
、
子
規
は
、
松
葉
の
露
を
詠
む
こ
と
が
新
見
で
あ
る
こ
と
を

自
負
し
て
い
る
。
更
に
こ
れ
に
続
く
箇
所
で
は
、「
花
の
露
」
は
「
花
は
目

に
見
え
て
露
は
目
に
見
え
ず
只
心
の
中
に
て
露
を
思
ひ
や
る
な
り
」
と
し
て
、

「
花
の
露
」
は
主
観
的
、「
松
の
露
」
は
客
観
的
と
し
て
、両
者
は
同
じ
「
露
」
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な
が
ら
も
全
く
違
う
も
の
と
し
て
、「
松
の
露
」
に
お
い
て
客
観
的
な
光
景

の
描
写
と
な
り
得
て
い
る
こ
と
を
自
負
し
て
い
る
。「
写
生
」
と
い
う
言
葉
も

「
写
実
」
と
い
う
言
葉
も
一
切
使
わ
れ
て
い
な
い
が
、
客
観
的
な
光
景
の
描

写
と
し
て
、
何
度
も
言
及
す
る
「
明
治
二
十
九
年
の
俳
句
界
」
の
碧
梧
桐

に
対
す
る
評
価
、「
印
象
明
瞭
」
な
句
の
世
界
と
同
様
な
表
現
世
界
の
実
現

を
自
負
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

先
に
引
い
た
最
初
の
一
首
は
、
四
句
目
の
「
千
露
も
ゆ
ら
に
」
に
は
古
典

的
な
印
象
が
あ
る
が
、『
万
葉
集
』
の
「
足
玉
も
手
玉
も
ゆ
ら
に
織
る
服
を

君
が
御
衣
に
逢
ひ
も
あ
へ
む
か
も
」（
巻
十
・二
〇
六
五
・
作
者
未
詳
）
な
ど
に

見
え
る
万
葉
語
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
子
規
の
理
念
で
は
、
万
葉
語
の
摂
取

は
、
万
葉
の
歌
自
体
が
自
然
な
素
直
な
表
現
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
、
子
規
の

実
景
の
観
察
に
基
づ
い
た
も
の
の
最
も
素
直
な
表
現
を
、
万
葉
語
を
借
り
て

実
現
さ
せ
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
歌
群
中
に
は
、

松
の
葉
の
葉
さ
き
を
細
み
置
く
露
の
た
ま
り
も
あ
へ
ず
白
玉
散
る
も

の
よ
う
に
、
露
が
落
ち
る
の
は
、
松
の
葉
は
葉
先
に
行
く
に
従
い
細
く
な
る

の
で
、
そ
こ
を
滑
る
よ
う
に
し
て
露
が
落
ち
る
の
だ
と
、
微
細
な
観
察
が
表

現
さ
れ
た
り
、
全
体
に
わ
た
っ
て
「
写
生
」
の
表
現
の
一つ
の
達
成
が
認
め
ら

れ
る
歌
群
だ
と
評
価
で
き
よ
う
。

　

確
か
に
、
子
規
の
短
歌
に
は
、「
印
象
明
瞭
」
な
形
で
自
然
の
景
を
、
そ

れ
も
比
較
的
小
さ
な
景
を
、
細
部
に
わ
た
っ
て
描
写
し
得
た
作
品
を
少
な

か
ら
ず
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
れ
も
名
高
い
作
品
だ
が
、
同
じ
明
治

二
十
三
年
の
「
庭
前
即
景
（
四
月
廿
一
日
作
）」
の

く
れ
な
ゐ
の
二
尺
伸
び
た
る
薔
薇
の
芽
の
針
や
は
ら
か
に
春
雨
の
ふ
る

な
ど
で
あ
る
。
子
規
の
短
歌
を
、「
写
生
」
の
短
歌
だ
と
評
す
る
こ
と
に
不

合
理
は
な
い
程
の
質
と
量
が
、
そ
う
し
た
作
例
で
確
保
で
き
る
こ
と
は
繰
り

返
す
こ
と
も
な
か
ろ
う
。

　
し
か
し
、
子
規
短
歌
の
世
界
は
そ
こ
に
と
ど
ま
る
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ

う
。
先
の
「
松
の
露
」
の
歌
群
に
戻
れ
ば
、
や
は
り
「
写
生
」
の
至
り
と
さ

れ
る

庭
中
の
松
の
葉
に
お
く
白
露
の
今
か
落
ち
ん
と
見
れ
ど
も
落
ち
ず

の
一
首
、
特
に
「
写
生
」
的
な
表
現
と
目
さ
れ
る
下
句
の
「
今
か
落
ち
ん
と

見
れ
ど
も
落
ち
ず
」
と
い
う
白
露
の
素
直
な
描
写
の
背
後
に
は
、
そ
う
し
た

白
露
を
観
察
す
る
人
の
姿
を
容
易
に
想
起
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う

な
人
は
、
画
家
の
よ
う
に
松
を
細
か
く
観
察
す
る
歌
人
と
い
う
こ
と
で
理
解

は
可
能
で
あ
る
が
、
子
規
の
歌
の
場
合
、
そ
の
歌
人
は
子
規
自
身
と
い
う
こ

と
に
な
ろ
う
。
そ
う
し
た
場
合
想
起
さ
れ
る
作
者
像
は
、
鋭
い
目
を
持
っ
た

観
察
者
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
病
牀
と
い
う
限
定
さ
れ
た

視
野
の
中
で
、
周
囲
に
目
を
そ
そ
ぐ
子
規
の
姿
が
よ
り
重
い
比
重
を
持
と
う
。

む
し
ろ
そ
う
し
た
自
分
自
身
の
現
実
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
の
が
、
子
規
短

歌
の
世
界
で
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

子
規
自
身
が
、
置
か
れ
た
現
実
、
病
と
い
う
現
実
を
歌
に
す
る
の
は
、
和

歌
改
革
の
作
品
上
の
提
示
と
も
言
え
る
「
百
中
十
首
」
の
中
に
も
す
で
に

見
ら
れ
る
。「
病
中
対
鏡
」
と
題
を
付
す

昔
見
し
面
影
も
あ
ら
ず
衰
へ
て
鏡
の
人
の
ほ
ろ
ほ
ろ
と
泣
く
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の
一
首
は
、「
鏡
の
人
」
に
つ
い
て
老
人
と
読
め
ば
、「
昔
見
し
」
と
い
う
初

句
と
も
対
応
し
て
、
ご
く
一
般
的
な
嘆
老
の
歌
と
し
て
読
み
得
よ
う
。「
ほ

ろ
ほ
ろ
と
泣
く
」
の
表
現
も
『
玉
葉
和
歌
集
』
に
も
入
る
有
名
な
行
基
菩

薩
の
歌
「
山
鳥
の
ほ
ろ
ほ
ろ
と
鳴
く
声
き
け
ば
父
か
と
ぞ
思
ふ
母
か
と
ぞ

思
ふ
」
に
拠
っ
て
い
よ
う
。
し
か
し
、「
病
中
対
鏡
」
の
詞
書
は
、
三
十
二

歳
の
子
規
の
病
身
と
い
う
現
実
を
呼
び
起
こ
し
、「
鏡
の
人
」
が
子
規
自
身

で
あ
る
こ
と
を
知
ら
し
め
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、「
ほ
ろ
ほ
ろ
と
な
く
」
は
、

新
た
な
切
実
な
表
現
と
し
て
読
め
て
来
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
作
品
は
生

命
を
持
つ
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

病
み
て
臥
す
窓
の
橘
花
咲
き
て
散
り
て
実
に
な
り
て
猶
病
み
て
臥
す

な
ど
は
、
ほ
と
ん
ど
説
明
を
要
さ
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

同
年
八
月
に
『
日
本
』
に
連
作
と
し
て
発
表
さ
れ
た
「
足
た
ゝ
ば
」
は
、

そ
う
し
た
病
牀
か
ら
立
つ
こ
と
す
ら
出
来
な
い
者
と
し
て
子
規
の
現
実
を
し

っ
か
り
と
読
者
に
刻
印
す
る
作
品
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

足
た
ゝ
ば
不
尽
の
高
嶺
の
い
た
ゞ
き
を
い
か
づ
ち
な
し
て
踏
み
鳴
ら
さ
ま
し

足
た
ゝ
ば
北
イ
ン
ヂ
ヤ
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
エ
ヴ
ェ
レ
ス
ト
な
る
雪
く
は
ま
し
を

な
ど
の
高
山
へ
の
憧
れ
は
、
そ
の
対
比
と
し
て
の
、
子
規
の
現
実
を
印
象
付

け
る
と
と
も
に
、
そ
う
し
た
身
体
に
あ
り
な
が
ら
も
精
神
の
自
由
な
飛
翔

と
大
き
な
意
欲
の
存
在
を
印
象
付
け
る
で
あ
ろ
う
。

　

子
規
の
短
歌
作
品
は
、
や
は
り
、
病
と
い
う
現
実
に
根
ざ
し
た
、
そ
の
現

実
を
起
点
と
し
て
、
そ
し
て
そ
こ
が
終
着
点
と
な
る
よ
う
な
作
品
に
、
ど
う

し
て
も
焦
点
化
し
て
行
く
で
あ
ろ
う

21
。
そ
う
し
た
現
実
を
詠
む
と
い
う
営

為
は
、
そ
の
享
受
を
含
め
て
、
自
ず
と
私
小
説
的
な
世
界
に
漸
近
す
る
が
、

そ
の
こ
と
は
こ
こ
で
は
展
開
し
な
い
。
こ
こ
で
、
問
題
と
な
る
の
は
、
病
と

い
う
現
実
に
立
脚
す
る
こ
と
と
、「
写
生
」
と
の
距
離
で
あ
る
。

　

例
え
ば
同
じ
明
治
三
十
一
年
の
『
日
本
』
に
連
載
さ
れ
た
や
は
り
連
作
に

「
わ
れ
は
」
と
す
る
八
首
が
あ
る
。「
わ
れ
」
は
子
規
自
身
に
完
全
に
一
致
す

る
と
い
う
こ
と
が
前
提
と
な
る
作
品
で
あ
る
。
作
中
の
、

富
士
を
踏
み
て
帰
り
し
人
の
物
語
聞
き
つ
ゝ
細
き
足
さ
す
る
わ
れ
は

は
、
実
際
に
行
わ
れ
た
談
話
の
場
を
光
景
と
す
る
と
考
え
れ
ば
「
写
生
」
と

の
距
離
は
比
較
的
近
い
所
に
あ
る
で
あ
ろ
う
。
下
句
な
ど
は
自
ら
の
動
き
を

写
し
て
い
る
の
だ
と
言
う
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
。

　
一
方
、世

の
人
は
四
国
猿
と
ぞ
笑
ふ
な
る
四
国
の
猿
の
子
猿
ぞ
わ
れ
は

は
、
と
も
す
れ
ば
地
理
的
な
要
件
で
、
日
本
列
島
の
辺
土
と
し
て
貶
め
ら
れ

が
ち
な
郷
土
の
四
国
に
対
す
る
矜
持
が
直
叙
さ
れ
て
い
る
と
も
言
え
る
で
あ

ろ
う
（「
猿
」
と
い
う
比
喩
は
直
叙
性
に
反
す
る
も
の
と
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
）。

「
写
生
」
の
本
来
の
あ
り
方
か
ら
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
思
惟
に
属
す
る
世
界

の
表
出
を
、
そ
の
言
葉
で
捉
え
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

一
方
で
は
、
そ
う
し
た
思
惟
の
直
叙
が
、「
写
生
」
と
い
う
も
の
か
ら
遠
い
所

に
あ
る
と
す
べ
き
か
は
問
題
が
残
ろ
う
。

　

こ
こ
で
述
べ
て
き
た
こ
と
は
、
前
節
で
論
じ
た
現
実
の
問
題
を
暗
黙
の

前
提
と
し
て
来
た
が
、
前
節
で
見
た
戦
争
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
た
現
実
を

見
つ
め
る
目
が
、
自
ら
の
病
に
縮
小
し
て
来
た
よ
う
に
見
え
な
く
も
な
か
ろ
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う
。
そ
れ
は
そ
れ
だ
け
病
が
深
刻
で
あ
る
故
の
当
然
で
は
あ
る
が
、
一
方
で

は
子
規
の
社
会
へ
の
目
の
拡
が
り
は
決
し
て
放
棄
さ
れ
て
は
い
な
い
。
例
え

ば
、
明
治
三
十
三
年
に
は
、
友
人
で
あ
る
寒
川
鼠
骨
が
、『
日
本
』
に
お
け

る
筆
禍
事
件
で
投
獄
さ
れ
た
こ
と
が
子
規
に
お
い
て
大
き
な
問
題
と
意
識
さ

れ
、
歌
の
世
界
で
も
か
な
り
の
量
の
そ
れ
に
関
わ
る
作
品
が
生
み
出
さ
れ
て

い
る
。
明
治
三
十
四
年
に
な
っ
て
も
、
岩
手
の
男
性
が
母
を
人
力
車
に
乗
せ

て
東
京
の
桜
見
物
に
や
っ
て
来
た
と
い
う
新
聞
を
に
ぎ
わ
せ
た
事
件
を
、
十

首
の
連
作
で
詠
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
何
と
言
っ
て
も
自
ら
の
病
が
歌
の
前

提
と
な
る
現
実
で
あ
る
こ
と
は
重
く
、
そ
の
現
実
に
根
ざ
す
事
態
に
対
す
る

説
明
や
、
感
情
や
、
思
念
の
直
叙
を
含
む
作
品
世
界
と
「
写
生
」
と
の
距

離
が
、
ど
う
し
て
も
短
歌
に
お
け
る
「
写
生
」
論
の
入
口
に
な
ら
ざ
る
得
な

い
の
で
あ
る
。

　

無
論
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
う
し
て
述
べ
て
き
た
私
の
視
野
に
は
、
斎
藤

茂
吉
が
居
る
。
例
え
ば
、『
短
歌
に
於
け
る
写
生
の
説
』
の

然
る
に
短
歌
に
な
る
と
、
感
情
の
自
然
流
露
を
表
は
す
こ
と
も
亦
自
己
の
生

を
写
す
こ
と
に
な
り
、
実
相
観
入
に
な
り
、
写
生
に
な
る
の
で
あ
る
。

な
ど

22
、
茂
吉
に
よ
り
「
実
相
観
入
」
と
い
う
概
念
を
通
し
て
短
歌
の
あ
り

方
に
即
し
て
拡
充
さ
れ
る
「
写
生
」
は
、
そ
の
集
約
点
と
し
て
念
頭
に
あ
る
。

し
か
し
、
茂
吉
の
論
に
向
き
合
う
準
備
も
な
い
し
、
そ
こ
に
展
開
す
る
こ
と

が
、
子
規
の
論
と
し
て
ど
の
よ
う
な
位
相
を
持
ち
得
る
の
か
の
展
望
が
あ
る

わ
け
で
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
試
論
は
、
入
口
に
辿
り
着
い
た
だ
け
で

閉
じ
る
し
か
な
い
。

　
『
病
牀
六
尺
』
の
明
治
三
十
五
年
八
月
七
日
の
条
に
「
写
生
」
に
つ
い
て

述
べ
た
次
の
記
事
が
あ
る
の
は
知
ら
れ
て
い
る
。

草
花
の
一
枝
を
枕
元
に
置
い
て
、
そ
れ
を
正
直
に
写
生
し
て
居
る
と
、
造
化

の
秘
密
が
段
々
分
つ
て
来
る
や
う
な
気
が
す
る
。

子
規
の
「
写
生
」
の
理
念
に
関
わ
る
発
言
の
最
後
の
も
の
で
あ
ろ
う

23
。
こ

の
文
言
の
深
度
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
は
様
々
で
あ
ろ
う
が
、
や
は
り
絵

画
に
つ
い
て
の
発
言
で
あ
る
こ
と
は
、
私
に
興
味
深
く
思
う
。「
写
生
」
論

の
短
歌
に
お
け
る
複
雑
さ
に
、
そ
れ
が
絵
画
の
概
念
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
こ

と
が
所
以
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　

　
　
　
注

１　

本
稿
で
は
子
規
の
歌
集
と
し
て
の
『
竹
乃
里
歌
』
に
言
及
す
る
場
合
、
後
の
抄
出
・

増
補
の
な
い
自
筆
本
を
対
象
と
す
る
。本
文
は
村
尾
誠
一
校
注・久
保
田
淳
監
修『
竹
乃
里
歌
』

（
明
治
書
院
・
二
〇
一
六
年
）
に
よ
る
。
な
お
、
子
規
の
歌
集
に
つ
い
て
は
同
書
の
「
解
説
」

を
参
照
さ
れ
た
い
。

２　

鋳
金
家
と
し
て
の
秀
真
の
活
動
に
つ
い
て
は
、
本
田
拓
也
「
香
取
秀
真　

金
工
史
研

究
と
制
作

―
「
日
本
主
義
的
」
工
芸
の
確
立
を
め
さ
し
て
―
」（『
東
京
国
立
近
代
美

術
館
紀
要
』
一一
号
・
二
〇
〇
七
年
三
月
）
が
あ
る
が
、
主
と
し
て
、
一
九
二
七
年
帝
展
以

後
の
活
動
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

３　

書
簡
を
は
じ
め
、
子
規
の
著
作
物
へ
の
言
及
お
よ
び
引
用
は
、
特
に
断
わ
ら
な
い
限
り

『
子
規
全
集
』（
講
談
社
・
一
九
七
五
～
七
八
年
）
に
よ
る
。

４　
こ
の
書
簡
は
全
体
が
歌
で
、
主
旨
の
部
分
は
、「
薄
衾
堅
き
が
上
の
床
ず
れ
の
い
た
や

〳
〵
に
撰
歌
忘
れ
ゐ
た
り
」「
足
引
き
の
山
本
君
は
処
知
ら
ず
歌
ま
わ
し
お
き
ぬ
岡
君
の
も

と
へ
」。
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５　

北
住
敏
夫
『
写
生
説
の
研
究
』（
角
川
書
店
・
一
九
六
八
年
）、
松
井
貴
子
『
写
生
の

変
容

―
フ
ォ
ン
タ
ネ
ー
ジ
か
ら
子
規
、そ
し
て
直
哉
へ
―
』（
明
治
書
院
・二
〇
〇
二
年
）

６　

松
井
貴
子「
正
岡
子
規
の
ジ
ャ
ン
ル
意
識

―
西
洋
受
容
と
写
生
論
構
築

―
」（『
文

学
』
九
巻
四
号
・
二
〇
〇
八
年
七
月
）

７　
『
去
来
抄
』
で
は
「
初
に
冠
な
し
」
と
し
て
上
五
文
字
の
試
案
は
提
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、

子
規
は
「
町
中
や
」
以
下
十
通
り
を
具
体
的
に
提
示
し
て
見
せ
る
。

８　

稲
城
の
『
日
本
』
へ
の
投
書
は
、『
子
規
全
集
』（
前
掲
）
巻
七
所
収
の
「
参
考
資
料
」

に
よ
る
。

９　
こ
の
見
解
は
、
何
度
か
繰
り
返
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
子
規
の
中
で
は
こ
の
見
解
は
揺
れ

て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
も
次
節
以
後
の
論
述
で
は
、
子
規
の
歌
と
俳
句
と
の
差

違
に
も
言
及
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
す
で
に
松
井
貴
子 

（（
６
）
前
掲
論
文
）
は
、
明

治
三
十
二
年
の
言
説
で
は
、
両
者
の
差
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

10　
「
御
仏
に
そ
な
へ
し
柿
の
の
こ
れ
る
を
わ
れ
に
ぞ
た
び
し
十
ま
り
い
つ
ゝ
」
以
下
、
天
田

愚
庵
か
ら
贈
ら
れ
た
柿
へ
の
礼
状
の
歌
。
子
規
没
二
年
後
の
明
治
三
十
七
年
、
俳
書
堂
か
ら

『
子
規
遺
稿
集
第
一
編
竹
の
里
歌
』
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
歌
集
は
、
そ
う
し
た
見
方
に
基
づ

き
、
そ
れ
以
前
の
歌
を
収
録
し
て
い
な
い
。

11　　

例
え
ば
『
神
奈
川
大
学
評
論
』
四
三
号
（
二
〇
〇
二
年
十
一
月
）
に
載
る
復
本
一
郎
・

有
馬
朗
人
の
対
談
「
正
岡
子
規
を
語
る

―
評
論
「
明
治
二
十
九
年
の
俳
句
界
」
か
ら
現

代
ま
で
―
」
な
ど
で
も
、
こ
の
文
章
を
現
代
ま
で
繋
が
る
近
代
俳
句
の
原
点
と
し
て
い
る
。

12　

芭
蕉
の
「
夏
草
や
つ
は
も
の
ど
も
の
夢
の
跡
」
な
ど
の
「
余
韻
の
あ
る
主
観
の
句
」、「
明

月
や
池
を
め
ぐ
り
て
夜
も
す
が
ら
」
の
よ
う
な
「
長
き
時
間
を
含
ん
で
余
韻
あ
る
句
」。

13　

堀
切
実
「
“
虚
実
”
か
ら
“
写
生
”
へ
―
最
短
詩
型
表
現
史
の
構
想

―
」（『
文

学
』
一一
巻
四
号
・
二
〇
一
〇
年
七
月
）

14　
『
日
本
歌
学
大
系
』
に
よ
る
。

15　

神
作
研
一
『
近
世
和
歌
史
の
研
究
』（
角
川
学
芸
出
版
・
二
〇
一
三
年
）
第
二
章
「︿
実

景
論
﹀
を
め
ぐ
っ
て
」

16　

藤
平
春
男「
古
典
歌
論
に
お
け
る
写
実
」「
香
川
景
樹
の
歌
論
」（『
藤
平
春
男
著
作
集
』

第
四
巻
・
笠
間
書
院
・
一
九
九
九
年
）

17　
「
新
体
詩
」
が
な
ぜ
歌
集
に
載
る
の
か
は
大
き
な
問
題
で
あ
り
（
子
規
の
場
合
、
な
ぜ

句
集
で
は
な
い
の
か
も
含
め
て
）
論
じ
る
べ
き
で
は
あ
る
が
、
問
題
の
大
き
さ
か
ら
、
こ
こ

で
は
保
留
す
る
。

18　

村
尾
誠
一
校
注
・
久
保
田
淳
監
修
『
竹
乃
里
歌
』（
前
掲
）
の
「
解
説
」

19　
こ
の
年
の
歌
に
つ
い
て
は
、
他
の
観
点
か
ら
も
考
え
る
べ
き
問
題
は
多
々
あ
る
と
思
わ

れ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
別
稿
で
改
め
て
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。

20　
そ
れ
以
前
の
歌
に
つ
い
て
も
、
必
ず
し
も
観
念
的
な
古
典
的
な
作
品
と
は
限
ら
ず
、
明

治
の
現
実
に
触
れ
る
作
品
も
少
な
く
な
い
が
、
そ
の
現
実
に
対
峙
す
る
姿
勢
と
歌
に
表
現
す

る
切
実
さ
と
い
う
面
で
は
、
や
は
り
差
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

21　

今
西
幹
一『
正
岡
子
規
の
短
歌
の
世
界

―
『
竹
乃
里
歌
』の
成
立
と
本
質

―
』（
有

精
堂
・
一
九
九
〇
年
）
で
は
、
子
規
の
こ
う
し
た
歌
を
「
い
の
ち
」
の
表
現
と
し
て
、
一つ
の

達
成
と
し
て
い
る
。

22　
『
斎
藤
茂
吉
全
集
』（
岩
波
書
店
・
一
九
七
三
～
七
六
年
）
に
よ
る
。

23　
『
病
牀
六
尺
』
に
は
、
八
月
九
日
、
二
十
三
日
、
二
十
九
日
条
に
、
写
生
を
す
る
と
い

う
行
為
は
語
ら
れ
る
。

       


