
　

タイトル 木下利玄『銀』初版本評釈（中)

著者 田中, 綾; 山田, 航; TANAKA, Aya; YAMADA, Wataru

引用 北海学園大学人文論集(56): 246(三七)-191(九二)

発行日 2014-03-31



木
下
利
玄
『
銀
』
初
版
本
評
釈
（
中
）

田

中

綾
・
山

田

航

キ
ー
ワ
ー
ド

木
下
利
玄
、「
白
樺
」、「
心
の
花
」、
子
ど
も
の
歌
、
子
の
夭
折

【
凡
例
】

・
歌
番
号
は
本
稿
で
の
便
宜
上
の
も
の
で
あ
る
。

・
歌
番
号
の
上
に
「
＊
」
が
あ
る
も
の
は
、
菱
川
善
夫
「
木
下
利
玄
集
」『
日
本
近
代
文
学
大
系
55

近
代
短
歌
集
』
角
川
書
店
、
一
九
七
三

年

以
下
、「
菱
川
（1973

）」）
で
評
釈
さ
れ
た
歌
で
あ
る
。

・
初
出
歌
の
傍
線
部
は
、
初
版
本
と
の
異
同
箇
所
で
あ
る
。

・
作
品
の
旧
漢
字
は
新
字
に
改
め
、
明
治
・
大
正
期
は
時
代
性
を
加
味
し
て
元
号
表
記
を
優
先
し
た
。

（

）

三
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「
落
葉
樹
」

＊
98
・
蕎
麦
の
花
し
ら
〴
〵
咲
け
り
山
裾
の
朝
日
の
さ
ヽ
ぬ
斜
面
の
畑
に

【
初
出
】「
白
樺
」
三
巻
十
一
号
（
大
正
元
年
十
一
月
）「
日
光
に
て
」

異
同
な
し

通
釈

蕎
麦
の
花
が
し
ら
じ
ら
と
咲
い
て
い
る
。
山
裾
の
朝
日
の
さ
さ
な
い
斜
面
の
畑
に
。

山
田

日
光
の
旅
行
詠
。
確
か
に
日
光
の
周
辺
に
は
蕎
麦
畑
が
多
い
ら
し
い
。「
朝
日
の
さ
ヽ
ぬ
」
が
ポ
イ
ン
ト
で
、
影
に
な
っ
て
い
る

畑
の
こ
と
を
詠
ん
で
い
る
。
白
い
花
と
暗
い
影
と
の
取
り
合
わ
せ
が
こ
こ
で
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。

田
中

「
蕎
麦
の
花
」
は
秋
の
季
語
。
芭
蕉
に
「
蕎
麦
は
ま
だ
花
で
も
て
な
す
山
路
か
な
」（『
続
猿
蓑
』
元
禄
十
一
年
）
が
あ
る
。
旅
路

の
山
で
出
会
っ
た
蕎
麦
の
花
、
と
い
う
趣
き
が
一
致
す
る
。「
落
葉
樹
」一
連
は
、
大
正
元
年
十
月
、
妻
と
そ
の
兄
姉
ら
と
と
も
に
中
禅
寺
湖

に
旅
し
た
折
の
連
作
と
思
わ
れ
る
。
初
出「
日
光
に
て
」は
連
作
で
、
全
四
十
四
首
。
当
時
の
利
玄
の
連
作
と
し
て
は
最
も
多
い
歌
数
で
あ
っ

た
。
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99
・
埼
玉
の
と
あ
る
小
村
の
停
車
場
の
柵さく
の
ダ
リ
ヤ
に
秋
の
陽ひ
あ
つ
し

【
初
出
】「
白
樺
」
三
巻
十
一
号
（
大
正
元
年
十
一
月
）「
日
光
に
て
」

・
埼
玉
の
と
あ
る
小
村
の
停
車
場
の
柵
の
ダ
リ
ヤ
に
秋
の
陽ひ
あ
つ
し

通
釈

埼
玉
の
と
あ
る
小
さ
な
村
の
停
車
場
の
柵
に
咲
い
て
い
る
ダ
リ
ア
に
、
熱
い
秋
の
陽
が
注
い
で
い
る
。

山
田

日
光
に
向
か
う
道
中
の
埼
玉
で
の
一
首
。「
の
」
を
連
打
し
て
ズ
ー
ム
ア
ッ
プ
す
る
手
法
を
用
い
て
い
る
。
ひ
な
び
た
田
舎
村
と

秋
の
陽
を
熱
く
浴
び
た
赤
い
ダ
リ
ア
と
の
組
み
合
わ
せ
に
妙
味
が
あ
る
。

田
中

「
埼
玉
」
を
過
ぎ
て
栃
木
の
日
光
に
向
か
う
旅
で
あ
る
。
下
の
句
は
北
原
白
秋
の
「
君
と
見
て
一
期
の
別
れ
す
る
時
も
ダ
リ
ヤ
は

紅
し
ダ
リ
ヤ
は
紅
し
」（『
桐
の
花
』
大
正
二
年
）
を
思
わ
せ
る
が
、「
ダ
リ
ヤ
」
は
夏
の
季
語
。
こ
こ
で
は
「
秋
」
と
の
配
合
で
、
季
節
は
ず

れ
の
感
覚
も
創
出
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、「
ダ
リ
ヤ
」
は
168
に
も
登
場
。

＊
100
・
日
光
に
ち
か
き
停
車
場
杉
の
木
の
暗
き
が
前
に
コ
ス
モ
ス
光
る

【
初
出
】「
白
樺
」
三
巻
十
一
号
（
大
正
元
年
十
一
月
）「
日
光
に
て
」

異
同
な
し

通
釈

日
光
に
近
い
停
車
場
。
杉
の
木
の
暗
い
陰
の
前
に
コ
ス
モ
ス
が
光
っ
て
い
る
。

山
田

日
光
へ
向
か
う
道
中
で
の
一
首
。
杉
の
木
は
日
光
が
近
い
こ
と
を
告
げ
て
い
る
。
や
は
り
「
陰
」
と
鮮
や
か
な
花
の
取
り
合
わ
せ

と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
の
コ
ス
モ
ス
は
わ
ず
か
に
「
陰
」
を
逃
れ
て
輝
か
し
く
咲
く
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
そ
の
点
は
98
の
歌
と
対

照
的
で
あ
る
。

田
中

秋
の
季
語
「
コ
ス
モ
ス
」
は
169
、
170
歌
に
も
登
場
。
99
と
対
の
よ
う
に
、
花
と
「
停
車
場
」
と
が
取
り
合
わ
さ
れ
て
い
る
。
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101
・
文ふ
挟ばさみの
停
車
場
の
前
に
一ひと
本もと
の
あ
か
る
き
黄
色
の
秋
の
木
立
て
り

【
初
出
】「
白
樺
」
三
巻
十
一
号
（
大
正
元
年
十
一
月
）「
日
光
に
て
」

・
文ふ
挟ばさみの
停
車
場
の
前
に
一
本
の
あ
か
る
き
黄
色
の
秋
の
木
立
て
り

通
釈

文
挟
の
停
車
場
の
前
に
、
一
本
の
明
る
い
黄
色
の
秋
の
木
が
立
っ
て
い
る
。

山
田

日
光
で
の
旅
行
詠
。
文
挟
の
停
車
場
の
前
に
、
明
る
い
黄
色
に
色
づ
い
た
秋
の
木
が
一
本
立
っ
て
い
る
。
文
挟
駅
付
近
に
は
杉
並

木
が
あ
る
ら
し
い
の
で
、
こ
の
木
も
杉
の
木
か
も
し
れ
な
い
。

田
中

川
田
順
は
「
木
下
利
玄
の
習
作
時
代
」（「
日
本
短
歌
」
昭
和
十
年
四
月
号

以
下
、「
川
田
（1935

）」
と
記
す
）
の
中
で
、「
利

玄
と
言
へ
ば
直
ち
に
連
想
さ
れ
る
所
の
四
四
調
」
と
し
て
、
明
治
三
十
二
年
か
ら
大
正
二
年
の
「
習
作
時
代
」
に
、「
四
四
調
を
包
含
す
る
作
」

が
「
十
五
首
あ
る
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
101
歌
も
そ
の
一
首
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
第
四
句
「
あ
か
る
き
／
黄
色
の
」
が
四
四
調
で

あ
る
。
な
お
、
101
〜
105
は
、
初
出
と
同
じ
並
び
順
で
あ
る
。

＊
102
・
霧
の
粉こな
空
気
に
ま
じ
る
林りん
間かん
を
つ
め
た
き
手
し
て
い
そ
ぐ
旅
人

【
初
出
】「
白
樺
」
三
巻
十
一
号
（
大
正
元
年
十
一
月
）「
日
光
に
て
」

・
霧
の
粉こな
空
気
に
交
る
林
間
を
冷
た
き
手
し
て
い
そ
ぐ
旅
人

通
釈

霧
が
粉
状
に
な
っ
て
空
気
に
混
じ
っ
て
い
る
林
の
あ
い
だ
を
、
冷
た
い
手
を
し
て
急
ぐ
旅
人
よ
。

山
田

「
霧
の
粉
」
と
い
う
表
現
は
当
時
と
し
て
は
斬
新
な
把
握
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
Ｋ
音
で
頭
韻
を
踏
ん
で
し
ゃ
き
っ
と
し
た
清
新
な

イ
メ
ー
ジ
を
演
出
し
て
い
る
。
こ
の
旅
人
と
は
利
玄
自
身
の
こ
と
で
あ
り
、
自
ら
を
客
観
視
し
て
物
語
の
登
場
人
物
の
よ
う
に
し
て
詠
ん
で

い
る
。田

中

十
月
の
霧
の
冷
涼
さ
が
「
つ
め
た
き
手
し
て
」
に
直
接
的
に
表
れ
て
い
る
。
写
実
的
な
一
首
で
あ
り
な
が
ら
、
ど
こ
か
物
語
性
の
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あ
る
幻
想
的
な
作
品
に
仕
上
が
っ
て
お
り
、
目
を
引
く
。

103
・
う
ち
向
ふ
山
の
傾
斜
の
し
み
〴
〵
と
目
に
し
み
入
り
て
か
な
し
き
夕
べ

【
初
出
】「
白
樺
」
三
巻
十
一
号
（
大
正
元
年
十
一
月
）「
日
光
に
て
」

・
打
ち
向
ふ
山
の
傾
斜
の
し
み
〴
〵
と
目
に
し
み
入
り
て
か
な
し
き
夕
べ

通
釈

向
か
い
見
る
山
の
傾
斜
が
し
み
じ
み
と
目
に
染
み
入
っ
て
悲
し
い
夕
方
で
あ
る
。

山
田

日
光
連
山
を
見
上
げ
て
の
歌
だ
ろ
う
。
山
そ
の
も
の
で
は
な
く
そ
の
傾
斜
に
注
目
を
す
る
独
特
の
視
線
が
あ
る
。

田
中

接
頭
語
「
う
ち
」
は
、
語
調
を
整
え
る
ほ
か
、「
ち
ょ
っ
と
」
と
い
う
意
味
を
添
え
る
。
ふ
と
、
ま
た
は
、
お
の
ず
と
視
野
に
入
っ

た
「
山
の
傾
斜
」
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
の
傾
斜
加
減
に
し
み
じ
み
と
心
が
動
か
さ
れ
て
い
る
。
山
の
傾
斜
を
、
絵
画
の
よ
う
に
眺
め
て
い
る

よ
う
だ
。

＊
104
・
黒
き
山
へ
夜よ
の
湖こ
水すゐ
こ
え
灯ひ
の
色
の
月
落
ち
行
け
り
心
を
の
ヽ
く

【
初
出
】「
白
樺
」
三
巻
十
一
号
（
大
正
元
年
十
一
月
）「
日
光
に
て
」

・
黒
き
山
へ
夜
の
湖
水
越
え
灯
の
色
の
月
落
ち
行
け
り
心
を
の
ヽ
く

通
釈

黒
い
山
へ
夜
の
湖
水
を
こ
え
て
灯
り
の
よ
う
に
赤
い
色
の
月
が
落
ち
て
ゆ
く
。
心
が
恐
ろ
し
さ
に
震
え
る
。

山
田

日
光
連
山
の
一
つ
男
体
山
と
、
そ
の
麓
に
広
が
る
中
禅
寺
湖
を
詠
ん
だ
歌
と
思
わ
れ
る
。
黒
い
山
影
へ
と
、
夜
の
真
っ
黒
な
湖
水

を
こ
え
て
灯
り
の
よ
う
に
赤
い
月
が
落
ち
て
ゆ
く
。
そ
の
神
秘
的
な
風
景
に
、
畏
怖
す
ら
も
感
じ
た
と
い
う
歌
で
あ
る
。
自
然
美
の
向
こ
う

に
あ
る
恐
ろ
し
さ
を
直
視
し
た
歌
で
あ
る
。
黒
と
赤
の
色
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
も
特
徴
的
。

田
中

男
体
山
は
、
う
っ
そ
う
と
し
た
樹
林
が
生
い
茂
り
、
別
称
「
黒
髪
山
」。
歌
枕
で
も
あ
り
、
源
頼
政
に
「
身
の
上
に
か
か
ら
む
こ
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と
ぞ
遠
か
ら
ぬ
黒
髪
山
に
降
れ
る
白
雪
」（『
頼
政
集
』
成
立
年
未
詳
）
と
い
う
歌
も
あ
る
。
初
句
の
「
黒
き
山
」
は
、
そ
の
別
称
を
ふ
ま
え

た
う
え
で
の
表
現
だ
ろ
う
。

105
・
隣りん
室しつ
の
サ
ノ
サ
節
い
と
も
の
か
な
し
湖
水
の
岸
の
朝
の
旅
籠
屋

【
初
出
】「
白
樺
」
三
巻
十
一
号
（
大
正
元
年
十
一
月
）「
日
光
に
て
」

・
隣
室
の
サ
ノ
サ
節
い
と
も
の
か
な
し
湖
水
の
岸
の
朝
の
旅
籠
屋

通
釈

隣
室
か
ら
聞
こ
え
る
サ
ノ
サ
節
が
と
て
も
物
悲
し
い
。
湖
水
の
岸
の
朝
の
旅
籠
屋
に
い
て
。

山
田

サ
ノ
サ
節
と
は
明
治
時
代
に
民
衆
に
流
行
し
た
、「
サ
ノ
サ
」
と
い
う
囃
子
言
葉
を
特
徴
と
す
る
民
謡
。
風
光
明
媚
な
岸
辺
の
旅

籠
屋
に
い
な
が
ら
き
こ
え
て
く
る
大
衆
的
な
民
謡
に
、
上
流
階
級
出
身
の
利
玄
は
物
悲
し
さ
を
覚
え
た
の
だ
ろ
う
か
。

田
中

川
田
（1935

）
に
、「
サ
ノ
サ
節
」
な
ど
の
「
卑
俗
な
平
語
」
を
歌
に
取
り
入
れ
る
こ
と
は
、
明
治
末
期
や
大
正
の
初
め
頃
に
は

「
相
当
の
勇
気
と
自
信
と
が
必
要
で
あ
つ
た
。
殊
に
、
古
典
習
練
の
過
程
を
取
つ
た
竹
柏
園
門
下
の
私
ど
も
の
仲
間
で
は
、
一
層
さ
う
で
あ
つ

た
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
当
時
、
新
し
い
語
彙
を
大
胆
に
取
り
入
れ
る
利
玄
が
注
目
を
集
め
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

106
・
落らく
葉えふ
樹じゆ
葉
落
つ
る
前
の
黄
色
な
る
森
の
あ
か
る
み
わ
れ
ら
よ
こ
ぎ
る

【
初
出
】「
白
樺
」
四
巻
一
号
（
大
正
二
年
一
月
）「
粉
雪
（
日
光
の
歌
拾
遺
）」

・
落
葉
樹
葉
落
つ
る
前
の
黄
色
な
る
森
の
あ
か
る
み
吾
等
よ
こ
ぎ
る

通
釈

落
葉
樹
の
葉
が
落
ち
る
前
の
黄
色
い
森
の
明
る
く
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
、
私
た
ち
は
横
切
る
。

山
田

日
光
に
多
い
杉
は
夏
に
落
葉
す
る
た
め
、
こ
の
落
葉
樹
は
秋
に
落
葉
す
る
ブ
ナ
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
黄
色
に
染
ま
り
明

る
く
輝
い
て
い
る
森
を
前
に
し
て
、
自
分
た
ち
は
そ
の
中
に
入
ら
ず
横
切
る
ば
か
り
と
い
う
諦
念
が
あ
ふ
れ
て
い
る
。「
よ
こ
ぎ
る
」は
利
玄
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の
歌
に
し
ば
し
ば
あ
ら
わ
れ
る
行
動
で
あ
り
、
明
る
い
世
界
に
染
ま
れ
な
い
自
己
像
を
象
徴
し
て
い
る
。

田
中

初
出
は
十
九
首
の
連
作
で
あ
り
、
う
ち
、
三
首
が
歌
集
未
収
録
。
こ
の
歌
の
前
に
、
未
収
録
歌「
旅
籠
屋
の
火
鉢
に
二
人
さ
し
向

ひ
額
の
絵
な
ど
見
る
く
た
び
れ
心
地
」
と
い
う
口
語
発
想
の
一
首
が
あ
っ
た
。

＊
107
・
枝
は
な
れ
枯
葉
た
ヾ
よ
ひ
木
の
も
と
の
大だい
地ぢ
に
つ
き
ぬ
な
つ
か
し
い
か
な

【
初
出
】「
白
樺
」
四
巻
一
号
（
大
正
二
年
一
月
）「
粉
雪
（
日
光
の
歌
拾
遺
）」

・
枝
は
な
れ
枯
葉
た
ヾ
よ
ひ
木
の
も
と
の
大
地
に
つ
き
ぬ
な
つ
か
し
い
か
な

「
心
の
花
」
十
七
巻
一
号
（
大
正
二
年
一
月
）

曙
会
記
事

兼
題
「
砂
」「
眺
」「
大
」

・
枝
は
な
れ
枯
葉
た
ヾ
よ
ひ
木
の
も
と
の
大
地
に
つ
き
ぬ
な
つ
か
し
い
か
な

通
釈

枝
を
は
な
れ
て
枯
葉
は
た
だ
よ
い
木
の
下
の
大
地
に
つ
い
た
。
心
惹
か
れ
る
な
あ
。

山
田

枯
葉
が
枝
か
ら
地
へ
と
落
ち
て
ゆ
く
さ
ま
を
ひ
た
す
ら
写
生
し
た
歌
だ
が
、
無
常
観
が
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。「
な
つ
か
し
い
」

は
心
惹
か
れ
る
の
意
。「
な
つ
か
し
い
」
と
い
う
口
語
調
と
「
か
な
」
と
い
う
文
語
調
の
詠
嘆
が
く
っ
つ
い
て
い
る
点
に
関
し
て
は
曙
会
で
も

議
論
を
巻
き
起
こ
し
た
。
利
玄
の
口
語
が
少
年
時
代
へ
の
郷
愁
と
結
び
つ
き
が
ち
な
こ
と
を
考
え
る
と
、
枯
葉
は
故
郷
の
両
親
か
ら
引
き
離

さ
れ
た
自
分
自
身
の
隠
喩
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

田
中

菱
川
（1973

）
補
注
二
六
一
に
、
大
正
元
年
十
二
月
十
三
日
に
開
催
さ
れ
た
曙
会
の
様
子
が
詳
述
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
な
つ

か
し
」
と
い
う
語
が
、『
銀
』
中
に
十
二
首
あ
り
、「
な
つ
か
し
む
か
も
」「
な
つ
か
し
い
か
も
」「
な
つ
か
し
み
つ
つ
」「
な
つ
か
し
さ
か
な
」

な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
表
出
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
例
証
さ
れ
て
い
る
。
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108
・
姉
た
ち
の
乗
り
来
し
俥
こ
の
宿
の
帳
場
の
前
に
並
べ
る
さ
び
し
さ

【
初
出
】「
白
樺
」
四
巻
一
号
（
大
正
二
年
一
月
）「
粉
雪
（
日
光
の
歌
拾
遺
）」

異
同
な
し

通
釈

姉
た
ち
が
乗
っ
て
来
た
人
力
車
が
こ
の
宿
の
帳
場
の
前
に
並
ん
で
い
る
さ
び
し
さ
よ
。

山
田

帳
場
と
は
旅
籠
屋
の
会
計
を
す
る
場
所
で
あ
り
、
格
子
で
外
か
ら
区
切
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「
姉
た
ち
」
と
は
、
利
玄
に
と
っ
て

み
れ
ば
妻
の
実
家
で
あ
る
横
尾
家
の
側
の
姉
の
こ
と
で
あ
る
よ
う
だ
。
利
玄
は
妻
と
結
婚
す
る
際
、
横
尾
家
が
平
民
の
身
分
（
た
だ
し
地
元

で
は
議
員
も
務
め
て
い
た
名
家
で
は
あ
っ
た
）
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
の
悶
着
が
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
横
尾
家
と
の
関
係
は
悪
く
な
か
っ
た
よ

う
で
あ
る
。

田
中

紅
野
敏
郎
「
木
下
利
玄
第
一
歌
集
『
銀
』
の
草
稿
｜

白
樺
派
の
研
究
｜

」（『
早
稲
田
大
学
教
育
学
部
学
術
研
究
』
三
〇
号

一

九
八
一
年
十
二
月

以
下
、「
紅
野
（1981

「
草
稿
」）」
と
略
す
）
に
よ
る
と
、「
兄
と
姉
は
こ
の
場
合
は
妻
の
側
の
横
尾
家
の
人
び
と
で
あ

る
」
と
の
こ
と
。
妻
の
姉
と
解
釈
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

川
田
（1935

）
で
は
、
101
歌
と
同
じ
く
こ
の
108
歌
も
四
四
調
の
一
首
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
結
句
「
並
べ
る
／
さ
び
し
さ
」
が
四
四

調
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
「
落
葉
樹
」
一
連
に
は
、「
姉
」
の
歌
が
108
・
116
・
145
と
三
首
あ
る
。

109
・
湖うみ
じ
り
の
山
あ
か
〳
〵
と
入
日
す
る
湖
水
を
わ
た
る
舟
の
旅
び
と

【
初
出
】「
白
樺
」
三
巻
十
一
号
（
大
正
元
年
十
一
月
）「
日
光
に
て
」

・
湖
尻
うみじり
の
山
赤
々
と
入
日
す
る
湖
水
を
わ
た
る
舟
の
旅
人

通
釈

湖
の
尻
の
山
を
あ
か
あ
か
と
染
ま
る
。
入
り
日
す
る
湖
水
を
わ
た
る
舟
の
旅
人
よ
。

山
田

中
禅
寺
湖
で
の
舟
遊
び
を
詠
ん
だ
歌
だ
ろ
う
。
湖
の
端
の
山
に
日
が
落
ち
て
、
湖
水
が
赤
く
染
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
う
え
を
舟
で

わ
た
る
旅
人
は
、
利
玄
自
身
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
自
ら
を
物
語
の
登
場
人
物
の
よ
う
に
描
く
手
法
を
用
い
て
い
る
。
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田
中

102
も
「
つ
め
た
き
手
し
て
い
そ
ぐ
旅
人
」
と
、
結
句
を
「
旅
人
」
と
し
て
自
身
を
客
観
的
に
示
し
て
い
た
。
こ
こ
も
同
じ
く
で
は

あ
る
が
、「
旅
び
と
」
と
、
漢
字
か
な
交
じ
り
の
表
記
を
試
み
て
い
る
。

110
・
子
供
泣
く
暮
る
ヽ
湖
水
を
渡
り
行
く
舟
な
る
乳
母
の
ふ
と
こ
ろ
に
居
て

【
初
出
】「
白
樺
」
四
巻
一
号
（
大
正
二
年
一
月
）「
粉
雪
（
日
光
の
歌
拾
遺
）」

異
同
な
し

通
釈

子
供
が
泣
い
て
い
る
。
暮
れ
て
ゆ
く
湖
水
を
渡
り
ゆ
く
舟
と
い
う
乳
母
の
ふ
と
こ
ろ
に
い
な
が
ら
。

山
田

こ
の
日
光
旅
行
の
年
に
利
玄
は
長
子
利
公
を
生
ま
れ
て
間
も
な
く
に
亡
く
し
て
お
り
、泣
い
て
い
る
子
供
の
姿
に
我
が
子
の
幻
影

を
重
ね
た
の
だ
ろ
う
。
湖
水
を
ゆ
く
舟
を
乳
母
の
ふ
と
こ
ろ
に
た
と
え
る
と
い
う
大
胆
で
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
い
比
喩
を
用
い
て
お
り
、
暖
か

い
ふ
と
こ
ろ
に
い
な
が
ら
泣
い
て
い
る
子
供
を
優
し
く
見
守
る
よ
う
な
視
線
が
あ
る
。

田
中

初
出
で
は
、
108
・
110
・
112
の
並
び
順
で
あ
る
。

111
・
男
体
の
山
の
く
づ
れ
の
あ
ら
は
な
る
土
に
夕
日
の
さ
せ
る
あ
は
れ
さ

【
初
出
】「
白
樺
」
三
巻
十
一
号
（
大
正
元
年
十
一
月
）「
日
光
に
て
」

異
同
な
し

通
釈

男
体
山
の
山
肌
の
崩
れ
が
あ
ら
わ
な
土
に
夕
日
が
さ
し
て
い
る
。
し
み
じ
み
と
心
ひ
か
れ
る
こ
と
よ
。

山
田

日
光
連
山
の
一
つ
、
男
体
山
を
詠
ん
だ
歌
。
山
そ
の
も
の
で
は
な
く
山
肌
の
崩
れ
に
さ
す
夕
日
に
着
目
し
て
、
そ
の
情
趣
に
心
ひ

か
れ
て
い
る
。

田
中

完
璧
に
美
し
い
絵
は
が
き
の
よ
う
な
光
景
で
は
な
く
、
や
や
均
衡
を
損
な
っ
た
よ
う
な
光
景
に
こ
そ
、
し
み
じ
み
と
心
が
ひ
か
れ

て
い
る
。
独
特
の
美
意
識
が
感
じ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
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112
・
男
体
の
う
へ
の
青
空
し
ろ
き
雲
山
の
秋
の
日
お
だ
や
か
に
暮
る

【
初
出
】「
白
樺
」
四
巻
一
号
（
大
正
二
年
一
月
）「
粉
雪
（
日
光
の
歌
拾
遺
）」

・
男
体
の
上
の
青
空
し
ろ
き
雲
山
の
秋
の
日
お
だ
や
か
に
暮
る

通
釈

男
体
山
の
上
の
青
空
、
白
い
雲
、
山
の
秋
の
日
は
お
だ
や
か
に
暮
れ
る
。

山
田

次
は
男
体
山
の
上
空
部
分
に
着
目
し
て
い
る
。
青
空
と
白
い
雲
と
い
う
あ
ま
り
に
平
凡
な
組
み
合
わ
せ
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
秋
の

日
の
お
だ
や
か
さ
の
表
現
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

田
中

配
合
も
常
凡
で
あ
り
、
習
作
の
よ
う
。「
男
体
山
」
を
直
接
歌
っ
た
も
の
は
、
111
・
142
が
あ
り
、
104
の
「
黒
き
山
」
も
男
体
山
と

解
釈
で
き
る
。

113
・
舟
上あが
る
湖
水
の
岸
の
い
さ
ヽ
か
の
畑
の
野や
菜さい
を
な
つ
か
し
む
か
な

【
初
出
】「
白
樺
」
三
巻
十
一
号
（
大
正
元
年
十
一
月
）「
日
光
に
て
」

・
舟
上あが
る
湖
水
の
岸
に
さ
青
な
る
大
根
つ
く
れ
り
青
の
な
つ
か
し

通
釈

舟
が
上
が
る
湖
水
の
岸
に
あ
る
わ
ず
か
な
畑
の
野
菜
に
心
惹
か
れ
る
こ
と
だ
。

山
田

舟
遊
び
を
し
た
あ
と
に
上
が
っ
た
湖
水
の
岸
に
小
さ
な
畑
が
あ
る
。
わ
ず
か
な
生
活
の
あ
と
を
見
て
心
和
ん
だ
の
だ
ろ
う
。
初
出

で
は
大
根
と
は
っ
き
り
詠
ん
で
い
た
が
、
野
菜
と
ぼ
か
し
て
い
る
。
大
根
は
冬
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
の
で
、
季
節
感
を
重
視
し
た
た
め
だ
ろ

う
か
。田

中

初
出
か
ら
の
大
胆
な
改
作
が
興
味
深
い
。
具
体
的
な
「
大
根
」
と
「
青
」
の
色
彩
を
抑
え
た
こ
と
で
、「
湖
水
」
の
透
明
感
が
よ

り
引
き
出
さ
れ
て
い
る
。
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＊
114
・
瞳ひとみ吸す
ふ
青
き
野や
菜さい
に
目
を
ま
か
せ
夕
べ
つ
め
た
き
湖
ぎ
は
に
立
つ

【
初
出
】「
白
樺
」
三
巻
十
一
号
（
大
正
元
年
十
一
月
）「
日
光
に
て
」

・
瞳
吸
ふ
青
き
大
根
に
目
を
任
せ
まか

夕
べ
つ
め
た
き
湖
際
うみぎは
に
立
つ

通
釈

瞳
を
吸
わ
れ
る
ほ
ど
に
青
い
野
菜
に
目
を
ま
か
せ
て
、
夕
方
冷
た
い
湖
畔
に
立
つ
。

山
田

青
と
い
う
色
彩
を
加
え
、
よ
り
ビ
ジ
ュ
ア
ル
的
な
表
現
を
進
め
て
い
る
。
瑞
々
し
い
野
菜
か
ら
冷
た
い
湖
岸
へ
と
水
の
イ
メ
ー
ジ

で
つ
な
げ
ら
れ
て
い
る
。
初
出
で
は
や
は
り
大
根
で
あ
っ
た
が
、
野
菜
と
改
め
て
い
る
。

田
中

前
に
同
じ
。

115
・
白
樺
の
し
ろ
き
木
の
肌
森
を
行
く
夜
の
旅
人
の
ま
み
に
つ
れ
な
し

【
初
出
】「
白
樺
」
三
巻
十
一
号
（
大
正
元
年
十
一
月
）「
日
光
に
て
」

・
白
樺
の
白
き
木
の
肌
森
を
行
く
夜
の
旅
人
の
ま
み
に
つ
れ
な
し

通
釈

白
樺
の
白
い
木
の
肌
は
、
森
を
行
く
夜
の
旅
人
の
目
に
素
知
ら
ぬ
顔
だ
。

山
田

「
つ
れ
な
し
」
は
平
然
と
し
て
い
る
、
冷
淡
だ
、
の
意
。
白
樺
の
木
肌
が
白
い
と
い
う
当
た
り
前
の
事
実
を
繰
り
返
す
こ
と
で
、

そ
の
白
さ
を
よ
り
印
象
付
け
よ
う
と
し
て
い
る
。
白
い
木
肌
は
女
性
的
な
イ
メ
ー
ジ
で
あ
り
、
冷
た
い
態
度
を
み
せ
る
女
性
の
よ
う
に
見
え

て
く
る
。「
夜
の
旅
人
」
は
利
玄
自
身
の
こ
と
だ
ろ
う
。

田
中

131
「
白
樺
の
白
き
木
肌
に
手
を
ふ
れ
て
眼
を
見
ひ
ら
き
ぬ
秋
風
を
き
く
」
と
上
の
句
が
ほ
ぼ
似
通
っ
て
お
り
、
推
敲
過
程
で
生
ま

れ
た
歌
で
あ
ろ
う
。「
夜
」
で
あ
る
の
で
、
そ
の
純
白
さ
が
昼
間
ほ
ど
迫
り
来
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
か
。「
白
樺
」
は
特
に
季
節
を

問
わ
ず
歌
わ
れ
、
若
山
牧
水
の
「
渓
あ
ひ
の
路
は
か
な
し
く
白
樺
の
白
き
木
立
に
き
は
ま
り
に
け
り
」（『
路
上
』
明
治
四
十
四
年
）
な
ど
が

あ
る
。
な
お
、
雑
誌
「
白
樺
」
の
タ
イ
ト
ル
を
命
名
し
た
の
も
木
下
利
玄
と
言
わ
れ
て
い
る
（
五
島
茂
『
鑑
賞

木
下
利
玄
の
秀
歌
』
短
歌
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新
聞
社
、
一
九
八
六
年

二
〇
頁
）。

116
・
月
に
な
る
夜
の
山
路
の
つ
めマ
きマ
に
姉
の
声
な
ど
し
た
し
み
て
き
く

【
初
出
】「
白
樺
」
四
巻
一
号
（
大
正
二
年
一
月
）「
粉
雪
（
日
光
の
歌
拾
遺
）」

・
月
に
な
る
夜
の
山
路
の
冷
き
に
姉
の
声
な
ど
し
た
し
み
て
き
く

通
釈

月
の
あ
が
る
夜
の
山
路
の
空
気
の
冷
た
さ
に
、
姉
の
声
な
ど
を
慕
わ
し
く
思
い
な
が
ら
聞
く
。

山
田

「
つ
め
き
」
は
「
つ
め
た
き
」
の
誤
植
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
姉
も
108
同
様
、
妻
の
姉
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
夜
の
山
路
の
肌
寒
い
空

気
の
な
か
で
姉
の
声
を
親
し
み
な
が
ら
聞
く
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
強
い
心
の
つ
な
が
り
を
感
じ
ら
れ
る
。

田
中

人
為
を
超
え
た
自
然
界
の
た
だ
中
に
い
て
、
人
間
の
「
声
」
の
な
つ
か
し
さ
、
親
し
さ
と
い
う
も
の
を
改
め
て
感
じ
取
っ
て
い
る

よ
う
だ
。
な
お
、
初
出
で
は
、
こ
の
前
に
「
谷
川
の
ひ
ヾ
き
暮
れ
行
く
橋
詰
の
夜
霧
の
中
に
草
履
結
へ
ぬ
」（
歌
集
未
収
録
）
が
あ
っ
た
。
夜

霧
も
た
ち
こ
め
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

＊
117
・
夜
道
行
く
わ
れ
等
の
後あと
に
つ
い
て
来
る
子
供
な
つ
か
し
何
処
に
行
く
や

【
初
出
】「
白
樺
」
三
巻
十
一
号
（
大
正
元
年
十
一
月
）「
日
光
に
て
」

・
夜
道
行
く
吾
等
の
後あと
に
つ
い
て
来
る
子
供
な
つ
か
し
何
処
い
づ
こ
に
行
く
や

通
釈

夜
道
を
行
く
私
た
ち
の
あ
と
を
つ
い
て
来
る
子
供
が
可
愛
ら
し
い
。
一
体
ど
こ
に
行
く
の
だ
ろ
う
。

山
田

あ
と
を
つ
い
て
来
る
子
供
に
、
亡
く
し
た
愛
児
の
面
影
を
重
ね
て
い
る
歌
。「
何
処
に
行
く
や
」
は
単
な
る
方
向
へ
の
問
い
か
け

で
は
な
く
、
人
生
そ
の
も
の
の
方
向
性
へ
の
問
い
か
け
だ
ろ
う
。
い
つ
か
は
追
い
越
さ
れ
別
れ
ね
ば
な
ら
な
い
子
供
と
い
う
存
在
へ
の
慈
し

み
が
あ
る
。
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田
中

川
田
順
『
木
下
利
玄
』（
雄
鶏
社
、
一
九
五
七
年

以
下
、
川
田
（1957

）
と
略
す
）
に
、
こ
の
歌
の
鑑
賞
文
が
あ
る
。「『
わ
れ

ら
』
利
玄
夫
婦
で
あ
る
。（
中
略
）
子
供
は
土
地
の
者
で
、
ど
こ
か
ら
ど
こ
ま
で
行
く
の
か
わ
か
ら
な
い
。（
中
略
）
い
ず
れ
は
直
ぐ
に
別
れ

ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
可
愛
ら
し
い
も
の
に
哀
感
を
そ
そ
ら
れ
た
の
で
あ
る
」（
四
五
頁
）。

118
・
ち
や
う
ち
ん
に
昔
噺
の
情
調
を
な
つ
か
し
み
つ
ヽ
夜
の
旅
を
す
る

【
初
出
】「
白
樺
」
三
巻
十
一
号
（
大
正
元
年
十
一
月
）「
日
光
に
て
」

・
提
灯
に
昔
噺
の
情
調
を
な
つ
か
し
み
つ
ヽ
夜
の
旅
を
す
る

通
釈

提
灯
に
昔
話
の
趣
を
な
つ
か
し
み
な
が
ら
夜
の
旅
を
す
る
。

山
田

こ
の
昔
噺
と
は
思
い
出
話
と
い
う
よ
り
は
民
話
の
類
だ
ろ
う
か
。提
灯
の
ほ
の
か
な
灯
り
か
ら
感
じ
ら
れ
る
懐
か
し
い
風
情
が
よ

く
あ
ら
わ
れ
た
歌
。
初
出
は
「
提
灯
」
と
漢
字
だ
っ
た
が
、「
ち
や
う
ち
ん
」
と
い
う
ひ
ら
が
な
表
記
に
変
え
て
い
る
の
も
、
や
わ
ら
か
さ
と

懐
か
し
い
雰
囲
気
を
演
出
す
る
た
め
だ
ろ
う
。

田
中

提
灯
が
一
般
に
普
及
し
た
の
は
江
戸
時
代
の
こ
と
。
前
近
代
の
暮
ら
し
ぶ
り
、
情
趣
に
心
ひ
か
れ
る
様
子
が
歌
わ
れ
て
い
る
。

＊
119
・
森
の
家
灯
を
な
つ
か
し
み
立
ち
よ
れ
ば
親
子
集つど
ひ
て
火
を
ぞ
焚
き
け
る

【
初
出
】「
白
樺
」
三
巻
十
一
号
（
大
正
元
年
十
一
月
）「
日
光
に
て
」

異
同
な
し

通
釈

森
の
家
に
灯
り
に
ひ
か
れ
て
立
ち
寄
る
と
、
親
子
が
集
ま
っ
て
火
を
焚
い
て
い
た
の
だ
。

山
田

森
の
中
の
家
に
灯
り
に
導
か
れ
る
ま
ま
立
ち
寄
る
と
、
親
子
で
火
を
つ
け
て
い
た
。
利
玄
自
身
は
失
っ
た
親
子
の
絆
を
眼
前
に
目

撃
し
た
さ
ま
を
、「
灯
り
」「
火
」
と
い
っ
た
暖
か
い
イ
メ
ー
ジ
と
と
も
に
描
く
。
そ
れ
は
係
り
結
び
の
強
調
を
用
い
る
ほ
ど
に
印
象
的
な
光

景
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
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田
中

そ
の
「
親
子
」
と
は
ど
う
い
う
関
係
で
あ
っ
た
の
か
は
不
明
だ
が
、
利
玄
の
エ
ッ
セ
イ
「
山
の
宿
」（「
白
樺
」
三
巻
三
号
（
大
正

元
年
三
月
））に
も
、
宿
屋
の
親
子
の
話（
二
番
目
の
娘
が
早
世
し
、
翌
年
姉
娘
も
早
世
し
た
と
い
う
悲
話
）が
書
か
れ
て
い
た
。
他
人
で
あ
っ

て
も
、「
親
子
」
の
話
に
強
く
関
心
を
持
つ
利
玄
の
性
向
が
う
か
が
え
る
。

120
・
夜
道
す
る
わ
れ
等
い
と
し
も
樅
の
木
の
深
林
を
出
で
湖うみ
添そ
ひ
を
行
く

【
初
出
】「
白
樺
」
三
巻
十
一
号
（
大
正
元
年
十
一
月
）「
日
光
に
て
」

・
夜
道
す
る
吾
等
い
と
し
も
樅
の
木
の
深
林
を
出
で
湖
添
ひ
を
行
く

通
釈

夜
道
を
ゆ
く
私
た
ち
は
気
の
毒
な
こ
と
だ
。
樅
の
木
の
深
い
林
を
出
て
湖
沿
い
を
行
く
。

山
田

中
禅
寺
湖
沿
い
の
樅
林
を
夜
に
出
歩
い
て
迷
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
暗
く
不
安
な
イ
メ
ー
ジ
が
伝
わ
っ
て
く
る
歌
で
あ

る
。田

中

初
出
で
は
、
こ
の
前
に
「
野
の
末
の
落
葉
木
立
に
星
ひ
か
り
顔
し
か
む
迄
冷
た
き
空
気
」（
歌
集
未
収
録
）
が
置
か
れ
て
い
た
。

秋
の
夜
道
の
冷
た
さ
を
強
調
し
、
次
の
歌
か
ら
は
、
温
泉
の
あ
た
た
か
な
湯
気
を
際
立
た
せ
て
い
る
。

121
・
山
上
の
温
泉ゆ

の
湧
く
村
の
十
月
の
夜
の
灯
に
せ
ま
る
寒
き
山
の
気

【
初
出
】「
白
樺
」
三
巻
十
一
号
（
大
正
元
年
十
一
月
）「
日
光
に
て
」

異
同
な
し

通
釈

山
上
の
温
泉
の
湧
く
村
の
、
十
月
の
夜
の
灯
り
に
せ
ま
る
寒
い
山
の
気
配
で
あ
る
。

山
田

温
泉
と
書
い
て
「
ゆ
」
と
読
ま
せ
る
利
玄
独
特
の
用
法
が
登
場
し
て
い
る
。
温
泉
の
暖
か
な
イ
メ
ー
ジ
に
、
秋
の
山
の
寒
い
気
配

が
近
づ
い
て
く
る
。
冬
を
予
感
さ
せ
る
歌
で
あ
る
。

田
中

上
の
句
か
ら
「
の
」
で
つ
な
い
で
い
き
、
結
句
は
体
言
止
め
で
着
地
し
て
い
る
。
や
や
説
明
臭
も
た
だ
よ
う
、
習
作
ふ
う
の
歌
。
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122
・
山
の
温
泉ゆ

の
古
旅
籠
屋
の
障
子
の
み
し
ろ
く
目
に
入
る
朝
の
さ
み
し
さ

【
初
出
】「
白
樺
」
三
巻
十
一
号
（
大
正
元
年
十
一
月
）「
日
光
に
て
」

・
山
の
温
泉ゆ

の
古
旅
籠
屋
の
障
子
の
み
白
く
目
に
入
る
朝
の
さ
み
し
さ

通
釈

山
の
温
泉
の
古
い
旅
籠
屋
の
障
子
だ
け
が
白
く
目
に
入
る
朝
の
さ
み
し
さ
よ
。

山
田

山
の
温
泉
宿
を
舞
台
と
し
た
歌
。
障
子
だ
け
が
白
く
目
に
入
る
と
い
う
こ
と
は
部
屋
は
薄
暗
く
、
日
の
出
が
や
や
遅
く
な
っ
て
い

る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。「
の
み
」
に
よ
っ
て
白
い
も
の
と
し
て
目
に
は
入
ら
な
い
言
外
の
も
の
を
い
ろ
い
ろ
と
想
像
さ
せ
る
。

田
中

125
で
は
「
さ
び
し
さ
」
だ
が
、
こ
こ
は
「
さ
み
し
さ
」
と
、
よ
り
口
語
的
な
発
音
で
表
記
さ
れ
て
い
る
。

＊
123
・
旅
籠
出
で
ヽ
山
に
む
か
へ
ば
冬
の
息
山
に
か
ヽ
れ
り
旅
ご
ヽ
ろ
泣
く

【
初
出
】「
白
樺
」
三
巻
十
一
号
（
大
正
元
年
十
一
月
）「
日
光
に
て
」

・
旅
籠
は
た
ご
出
で
ヽ
山
に
向
へ
ば
冬
の
息
山
に
か
ヽ
れ
り
旅
心
泣
く

通
釈

旅
籠
を
出
て
山
に
向
か
え
ば
、
冬
の
息
が
山
に
か
か
っ
た
。
そ
ん
な
旅
心
地
に
泣
く
。

山
田

宿
を
出
て
山
に
向
か
う
と
、
冬
を
感
じ
さ
せ
る
白
い
息
が
出
て
き
た
。
冬
を
間
近
に
控
え
た
時
期
の
旅
の
気
持
ち
に
切
な
さ
を
感

じ
た
の
だ
ろ
う
。

田
中

男
体
山
の
初
冠
雪
は
、
例
年
十
月
中
旬
か
ら
下
旬
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
「
冬
の
息
」
は
雪
の
こ
と
で
は
な
い
か
。
秋
か
ら
冬
に

移
行
す
る
さ
ま
を
目
の
当
た
り
に
し
た
感
懐
だ
ろ
う
。

124
・
山
の
木
々
沼ぬ
尻じり
の
木
々
も
冬
ら
し
く
く
も
れ
る
空
の
底
に
並な
み
立
つ

【
初
出
】「
白
樺
」
三
巻
十
一
号
（
大
正
元
年
十
一
月
）「
日
光
に
て
」
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・
山
の
木
々
沼ぬ
尻じり
の
木
々
も
冬
ら
し
く
曇
れ
る
空
の
底
に
並
み
立
つ

通
釈

山
の
木
々
も
沼
尻
の
木
々
も
、
冬
ら
し
く
曇
っ
て
い
る
空
の
底
に
並
ん
で
立
っ
て
い
る
。

山
田

曇
り
空
の
山
並
み
に
近
い
あ
た
り
に
木
々
が
並
び
立
つ
さ
ま
を
詠
ん
だ
も
の
。「
空
の
底
」
と
は
空
と
山
並
み
の
間
あ
た
り
の
こ

と
だ
ろ
う
。
斬
新
な
把
握
で
あ
る
。

田
中

次
の
125
と
と
も
に
初
句
が
「
山
の
木
々
」
で
あ
る
。
う
っ
そ
う
と
生
い
茂
る
木
々
を
写
実
的
に
ス
ケ
ッ
チ
し
た
歌
だ
が
、「
冬
ら

し
く
」
の
口
語
遣
い
は
、
利
玄
の
持
ち
味
で
も
あ
る
。

125
・
山
の
木
々
黒
き
黄
色
き
か
さ
な
り
て
わ
れ
一いち
人にん
を
見
下おろ
す
さ
び
し
さ

【
初
出
】「
白
樺
」
三
巻
十
一
号
（
大
正
元
年
十
一
月
）「
日
光
に
て
」

・
山
の
木
々
黒
き
黄
色
き
重
な
り
て
吾
一
人
を
見
下
す
さ
び
し
さ

通
釈

山
の
木
々
の
黒
い
も
の
黄
色
い
も
の
が
重
な
っ
て
、
わ
た
し
一
人
を
見
下
ろ
す
さ
び
し
さ
よ
。

山
田

黒
い
も
の
は
日
を
受
け
て
影
に
な
っ
て
い
る
部
分
、
黄
色
い
も
の
は
色
づ
き
始
め
た
秋
の
葉
だ
ろ
う
。
黒
と
黄
の
カ
ラ
ー
リ
ン
グ

で
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
の
は
虎
だ
ろ
う
か
。
光
と
影
が
混
じ
り
な
が
ら
利
玄
の
孤
独
を
照
射
す
る
さ
ま
が
描
か
れ
て
い
る
。

田
中

人
語
も
聞
こ
え
な
い
よ
う
な
は
る
か
な
自
然
に
見
下
ろ
さ
れ
て
、
ふ
と
「
さ
び
し
さ
」
を
感
じ
る
瞬
間
。
同
年
夏
に
わ
が
子
利
公

を
失
っ
た
さ
び
し
さ
も
当
然
反
映
さ
れ
て
い
よ
う
。

126
・
山
し
た
ひ
山
に
来
ぬ
れ
ば
ふ
と
切
に
浅
草
な
ど
の
し
た
は
し
き
か
な

【
初
出
】「
白
樺
」
三
巻
十
一
号
（
大
正
元
年
十
一
月
）「
日
光
に
て
」

・
山
慕
ひ
山
に
来
ぬ
れ
ば
ふ
と
切
に
浅
草
な
ど
の
し
た
は
し
い
か
な
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通
釈

山
を
慕
っ
て
山
に
来
た
な
ら
ば
、
ふ
と
切
実
に
浅
草
な
ど
に
心
惹
か
れ
る
の
だ
。

山
田

山
に
行
き
た
い
と
願
い
山
に
行
く
と
、
逆
に
浅
草
な
ど
の
よ
う
な
喧
騒
の
街
が
切
実
に
恋
し
く
な
る
。
非
日
常
を
求
め
旅
を
す
る

都
会
人
・
利
玄
の
心
境
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

田
中

145
の
解
説
に
記
し
た
が
、「
浅
草
の
菊
供
養
な
ど
下
野
の
新
聞
に
見
ゆ
都
こ
ひ
し
き
」（
歌
集
未
収
録
）と
い
う
歌
か
ら
の
連
想
だ

ろ
う
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
時
期
の
、
子
ど
も
た
ち
も
集
ま
る
年
中
行
事
を
思
い
起
こ
し
て
、
切
な
い
気
持
ち
に
な
っ
た
よ
う
だ
。

127
・
榧かや
に
似
し
む
く
つ
け
き
木
が
し
ほ
ら
し
き
赤
き
実
つ
け
て
秋
の
日
に
立
つ

【
初
出
】「
白
樺
」
三
巻
十
一
号
（
大
正
元
年
十
一
月
）「
日
光
に
て
」

・
榧
に
似
し
む
く
つ
け
き
木
が
し
ほ
ら
し
き
赤
き
実
つ
け
て
秋
の
日
に
立
つ

通
釈

榧
に
似
た
無
骨
な
木
が
可
憐
な
赤
い
実
を
つ
け
て
秋
の
日
に
立
つ
。

山
田

こ
れ
は
秋
に
な
る
と
紫
褐
色
の
実
を
つ
け
る
イ
ヌ
ガ
ヤ
の
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。ち
な
み
に
北
海
道
に
は
生
息
し
て
い

な
い
。
無
骨
な
雰
囲
気
の
木
が
可
憐
な
実
を
つ
け
て
い
る
と
い
う
意
外
さ
を
驚
き
と
し
た
歌
。

田
中

Ｋ
音
、
と
く
に
「
き
」
音
が
連
続
し
、
耳
に
残
る
音
調
で
あ
る
。
142
に
「
樅
」
が
歌
わ
れ
て
お
り
、
樅
の
木
も
「
榧
」
に
似
て
い

る
の
で
、
こ
の
「
む
く
つ
け
き
木
」
は
樅
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

128
・
熊
笹
の
う
す
黄
が
纏まと
ふ
山
の
上
の
濃
き
藍
色
の
空
の
す
る
ど
さ

【
初
出
】「
白
樺
」
三
巻
十
一
号
（
大
正
元
年
十
一
月
）「
日
光
に
て
」

・
熊
笹
の
う
す
黄
が
纏
ふ
山
の
上
の
濃
き
藍
色
の
空
の
す
る
ど
さ

通
釈

熊
笹
の
う
す
黄
色
が
纏
う
山
の
上
の
濃
い
藍
色
の
空
の
鋭
さ
よ
。
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山
田

秋
に
な
っ
て
う
す
黄
色
に
染
ま
っ
た
熊
笹
の
茂
る
山
。そ
の
上
に
濃
い
藍
色
の
空
が
広
が
っ
て
い
る
空
に
鋭
い
光
を
感
じ
た
と
い

う
歌
だ
ろ
う
か
。
文
の
係
り
関
係
が
わ
か
り
づ
ら
い
た
め
読
み
に
く
い
歌
で
あ
る
。

田
中

色
彩
対
比
の
歌
で
は
あ
る
が
、「
空
の
す
る
ど
さ
」
に
、
冷
え
た
空
気
が
鋭
く
肌
を
刺
す
感
覚
も
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
よ
う
だ
。

129
・
空
の
藍
山
の
黄
色
の
く
つ
き
り
と
か
た
み
に
せ
め
ぎ
秋
晴
に
立
つ

【
初
出
】「
白
樺
」
三
巻
十
一
号
（
大
正
元
年
十
一
月
）「
日
光
に
て
」

異
同
な
し

通
釈

空
の
藍
色
、
山
の
黄
色
と
が
く
っ
き
り
と
し
て
い
て
、
互
い
に
せ
め
ぎ
合
い
な
が
ら
秋
晴
の
中
に
立
つ
。

山
田

前
の
歌
に
引
き
続
き
、
熊
笹
に
覆
わ
れ
た
山
の
黄
色
と
空
の
藍
色
と
を
対
比
さ
せ
て
い
る
。
こ
ち
ら
は
対
比
関
係
が
は
っ
き
り
と

し
て
い
る
の
で
読
み
や
す
い
。

田
中

前
の
歌
の
類
想
歌
だ
ろ
う
。
結
句
「
秋
晴
に
立
つ
」
は
、
127
の
「
秋
の
日
に
立
つ
」
の
類
型
で
も
あ
り
、
こ
の
三
首
は
同
じ
推
敲

過
程
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

130
・
山
火
事
に
焼
け
た
る
木
立
白
光
る
山
の
う
へ
な
る
は
つ
冬
の
空

【
初
出
】「
白
樺
」
三
巻
十
一
号
（
大
正
元
年
十
一
月
）「
日
光
に
て
」

・
山
火
事
に
焼
け
た
る
木
立
白
光
る
山
の
上
な
る
初
冬
の
空

通
釈

山
火
事
で
焼
け
た
木
立
が
白
く
光
る
山
の
上
に
あ
る
、
初
冬
の
空
で
あ
る
。

山
田

光
を
浴
び
て
白
く
光
る
山
上
に
は
、山
火
事
で
焼
け
た
木
立
が
あ
る
。穏
や
か
な
光
と
激
し
い
山
火
事
の
イ
メ
ー
ジ
が
衝
突
し
て
、

初
冬
の
空
の
雰
囲
気
を
作
り
上
げ
て
い
る
。

田
中

「
山
」
が
二
か
所
に
使
わ
れ
、
や
や
く
ど
い
印
象
で
は
あ
る
。
前
出
の
エ
ッ
セ
イ
「
山
の
宿
」
で
も
、
野
火
の
火
が
森
に
移
り
は
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し
な
い
か
と
心
配
す
る
場
面
が
描
か
れ
て
お
り
、
利
玄
が
「
山
火
事
」
や
野
火
な
ど
「
火
」
に
鋭
敏
だ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

＊
131
・
白
樺
の
白
き
木
肌
に
手
を
ふ
れ
て
眼
を
見
ひ
ら
き
ぬ
秋
風
を
き
く

【
初
出
】「
白
樺
」
四
巻
一
号
（
大
正
二
年
一
月
）「
粉
雪
（
日
光
の
歌
拾
遺
）」

異
同
な
し

の
ち
、「
心
の
花
」
十
七
巻
四
号
（
大
正
二
年
四
月
）

曙
会
記
事

兼
題
「
風
」「
空
」「
囚
」

異
同
な
し

通
釈

白
樺
の
白
い
木
肌
に
手
を
ふ
れ
て
、
目
を
見
開
い
た
。
秋
風
の
音
を
聞
く
。

山
田

「
白
樺
の
白
き
木
肌
」は
当
た
り
前
の
こ
と
で
あ
る
が
、こ
の
無
駄
と
も
言
え
る
リ
フ
レ
イ
ン
に
よ
っ
て
よ
り
鮮
明
に
白
の
イ
メ
ー

ジ
を
浮
き
上
が
ら
せ
て
お
り
、
白
い
冬
の
予
感
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
。「
眼
を
見
ひ
ら
き
ぬ
」で
一
旦
句
切
れ
を
入
れ
た
こ
と
で
、
秋
風
の

途
絶
感
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

田
中

前
出
の
115
「
白
樺
の
し
ろ
き
木
の
肌
森
を
行
く
夜
の
旅
人
の
ま
み
に
つ
れ
な
し
」
で
は
「
夜
の
旅
人
」
の
眼
は
素
っ
気
な
い
も
の

で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
、
眼
を
見
開
い
て
白
樺
と
交
感
し
て
い
る
。
対
照
的
な
作
品
で
あ
る
と
こ
ろ
が
興
味
深
い
。
曙
会
で
は
「
風
」
の

兼
題
で
出
詠
し
て
い
た
。

132
・
落
葉
ふ
む
足
を
と
ど
め
て
た
ヽ
ず
め
ば
沈
黙
し
ゞ
ま
ひ
ろ
が
る
ま
た
歩
み
行
く

【
初
出
】「
白
樺
」
四
巻
一
号
（
大
正
二
年
一
月
）「
粉
雪
（
日
光
の
歌
拾
遺
）」

・
落
葉
ふ
む
足
を
どママ
ど
め
て
佇
め
ば
沈
黙
し
ゞ
ま
ひ
ろ
が
る
又
歩
み
行
く

通
釈

落
ち
葉
を
踏
む
足
を
止
め
て
た
た
ず
ん
で
い
る
と
、
沈
黙
が
ひ
ろ
が
る
。
ま
た
歩
み
ゆ
く
。

山
田

初
出
で
は
「
ど
ど
め
て
」
と
誤
植
が
あ
る
。
ま
た
「
佇
め
ば
」
と
漢
字
で
あ
っ
た
の
を
ひ
ら
が
な
に
直
し
て
お
り
、
や
わ
ら
か
な

イ
メ
ー
ジ
を
作
り
出
し
て
い
る
。
こ
の
緊
張
感
や
気
ま
ず
い
雰
囲
気
か
ら
す
る
と
、
妻
で
は
な
く
姉
と
ふ
た
り
秋
の
林
を
歩
い
て
い
る
情
景
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な
の
で
は
な
い
か
。
複
雑
な
家
庭
の
事
情
が
あ
る
の
で
話
し
づ
ら
い
こ
と
が
多
い
の
だ
ろ
う
。
前
の
歌
同
様
の
四
句
切
れ
に
よ
り
沈
黙
に
緊

張
感
が
生
ま
れ
、「
ま
た
歩
み
行
く
」
に
た
だ
の
沈
黙
以
上
の
説
得
力
が
あ
る
。

田
中

初
出
で
は
132
・
131
と
逆
の
順
で
あ
る
。
動
詞
が
多
用
さ
れ
、
映
像
的
な
一
首
と
な
っ
て
い
る
。

133
・
旅
人
の
行
く
道
さ
き
に
さ
ヽ
や
き
て
か
な
し
み
を
よ
ぶ
落
葉
樹
か
な

【
初
出
】「
白
樺
」
三
巻
十
一
号
（
大
正
元
年
十
一
月
）「
日
光
に
て
」

異
同
な
し

通
釈

旅
人
の
行
く
道
の
先
で
、
さ
さ
や
い
て
悲
し
み
を
呼
ぶ
落
葉
樹
な
の
だ
。

山
田

旅
人
と
は
利
玄
自
身
の
こ
と
だ
ろ
う
。
行
く
道
の
先
々
で
葉
を
さ
や
さ
や
鳴
ら
し
な
が
ら
さ
さ
や
き
か
け
て
き
て
、
利
玄
の
悲
し

み
を
誘
う
落
葉
樹
。
秋
の
し
ず
け
さ
と
沈
黙
の
支
配
す
る
空
間
を
う
ま
く
描
き
出
し
て
お
り
、
か
な
り
レ
ベ
ル
の
高
い
歌
で
あ
る
。

田
中

一
連
の
章
題
が
「
落
葉
樹
」
で
あ
り
、
日
光
の
旅
の
感
懐
を
端
的
に
表
現
し
て
い
る
。「
か
な
し
み
を
よ
ぶ
」
か
ら
は
、
や
は
り

利
公
を
失
っ
た
か
な
し
み
が
想
起
さ
れ
よ
う
。

134
・
葉
も
花
も
す
が
れ
果
て
た
る
秋
草
の
な
ほ
立
て
る
あ
り
山
の
道
ば
た

【
初
出
】「
白
樺
」
三
巻
十
一
号
（
大
正
元
年
十
一
月
）「
日
光
に
て
」

・
葉
も
花
も
す
が
れ
果
て
た
る
秋
草
の
猶
立
て
る
あ
り
山
の
道
ば
た

通
釈

葉
も
花
も
す
っ
か
り
枯
れ
始
め
て
し
ま
っ
た
秋
草
の
、
そ
れ
で
も
な
お
立
っ
て
い
る
姿
が
あ
る
。
山
の
道
端
に
。

山
田

「
す
が
れ
」
は
「
末
枯
れ
」
で
盛
り
を
過
ぎ
て
枯
れ
始
め
る
こ
と
。
人
生
の
盛
り
が
過
ぎ
て
衰
え
始
め
る
こ
と
を
指
す
場
合
も
あ

り
、
ダ
ブ
ル
ミ
ー
ニ
ン
グ
か
も
し
れ
な
い
。
盛
り
は
過
ぎ
な
が
ら
も
そ
れ
で
も
立
ち
尽
く
し
続
け
る
姿
に
あ
わ
れ
さ
を
覚
え
た
の
だ
ろ
う
。

四
句
切
れ
の
き
り
っ
と
し
た
印
象
が
技
巧
的
。
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田
中

「
秋
草
」
の
さ
ま
を
ス
ケ
ッ
チ
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
心
境
も
重
ね
合
わ
せ
る
境
涯
詠
と
な
っ
て
い
る
。

135
・
し
ば
ら
く
は
瀧
に
心
を
吸
は
れ
つ
ヽ
秋
の
日
な
た
に
わ
れ
等
た
ヽ
ず
む

【
初
出
】「
白
樺
」
四
巻
一
号
（
大
正
二
年
一
月
）「
粉
雪
（
日
光
の
歌
拾
遺
）」

・
し
ば
ら
く
は
瀧
に
心
を
吸
は
れ
つ
ヽ
秋
の
日
な
た
に
吾
等
佇
む

通
釈

し
ば
ら
く
は
滝
に
心
を
と
ら
れ
な
が
ら
、
秋
の
日
な
た
に
我
ら
は
た
た
ず
ん
で
い
る
。

山
田

滝
の
強
い
流
れ
に
心
を
奪
わ
れ
な
が
ら
、
秋
の
日
な
た
に
た
た
ず
む
二
人
。
沈
黙
が
支
配
す
る
少
し
気
ま
ず
い
雰
囲
気
が
、「
日

な
た
」
の
イ
メ
ー
ジ
で
多
少
救
わ
れ
た
よ
う
に
思
え
る
。

田
中

初
出
で
は
結
句
が
「
吾
等
佇
む
」
と
漢
字
続
き
で
あ
っ
た
が
、
ひ
ら
が
な
に
直
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
ゆ
っ
た
り
と
「
た
ヽ
ず
む
」

よ
う
な
心
の
ゆ
と
り
が
視
覚
的
に
も
伝
わ
っ
て
く
る
。

136
・
う
つ
く
し
き
ひ
だ
を
つ
く
り
て
流
れ
行
き
な
が
れ
行
く
水
に
愛
を
お
ぼ
ゆ
る

【
初
出
】「
白
樺
」
三
巻
十
一
号
（
大
正
元
年
十
一
月
）「
日
光
に
て
」

・
美
し
き
ひ
だ
を
つ
く
り
て
流
れ
行
き
流
れ
行
く
水
に
愛
を
覚
ゆ
る

通
釈

う
つ
く
し
い
ひ
だ
を
つ
く
っ
て
流
れ
流
れ
て
ゆ
く
水
に
愛
を
感
じ
て
い
る
。

山
田

前
の
歌
に
詠
ま
れ
た
滝
の
写
生
だ
ろ
う
。
水
の
流
れ
を
「
う
つ
く
し
き
ひ
だ
」
と
ま
る
で
絹
や
布
の
よ
う
に
表
現
し
、
愛
を
お
ぼ

え
て
い
る
と
詠
む
。「
流
れ
る
も
の
」「
変
わ
り
ゆ
く
も
の
」
へ
の
愛
を
感
じ
ら
れ
る
。

田
中

初
出
で
は
、
こ
の
五
首
後
に
「
う
つ
き
し
き
稍
内
輪
な
る
歩
み
ぶ
り
な
つ
か
し
い
か
な
女
の
か
ヽ
と
」（
歌
集
未
収
録
）
と
い
う

歌
が
あ
っ
た
。
女
性
の
身
体
の
「
う
つ
く
し
」
さ
、
惹
か
れ
る
心
を
加
味
さ
せ
て
鑑
賞
し
て
も
良
い
だ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
結
句
「
愛
を
お
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ぼ
ゆ
る
」
に
、
官
能
性
が
増
す
。

137
・
石
楠
木
が
蕾
の
用
意
早
な
り
て
山
ふ
と
こ
ろ
の
日
だ
ま
り
に
立
つ

【
初
出
】「
白
樺
」
四
巻
一
号
（
大
正
二
年
一
月
）「
粉
雪
（
日
光
の
歌
拾
遺
）」

異
同
な
し

通
釈

シ
ャ
ク
ナ
ゲ
の
つ
ぼ
み
の
準
備
が
早
く
も
整
っ
て
山
の
ふ
と
こ
ろ
の
日
だ
ま
り
に
立
っ
て
い
る
。

山
田

シ
ャ
ク
ナ
ゲ
の
開
花
時
期
は
春
先
で
あ
る
が
、
秋
の
時
期
に
早
く
も
蕾
の
用
意
を
は
じ
め
て
い
た
と
い
う
。
小
春
日
和
に
日
だ
ま

り
が
加
わ
っ
て
暖
か
く
な
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。「
蕾
の
用
意
早
な
り
て
」と
い
う
助
詞
を
省
略
し
た
言
い
方
が
軽
み
を
与
え
て
お
り
、
利
玄
の

ち
ょ
っ
と
浮
き
上
が
っ
た
心
を
表
現
し
て
い
る
。

田
中

川
田
（1957

）
に
、
こ
の
歌
の
鑑
賞
文
が
あ
る
。「
蕾
の
用
意
に
目
を
と
め
た
の
は
、
や
は
り
植
物
愛
好
の
利
玄
で
あ
る
。『
蕾
の

用
意
』
と
い
う
俗
語
も
よ
く
消
化
さ
れ
て
い
る
」（
四
六
頁
）。
確
か
に
、「
用
意
」
と
い
う
平
俗
な
語
を
う
ま
く
取
り
入
れ
た
作
だ
ろ
う
。

＊
138
・
落
葉
松

か
ら
ま
つ
の
山
を
く
だ
り
て
水
ひ
か
る
高
原
に
出
つママ
や
や
頭
痛
す
る

【
初
出
】「
白
樺
」
三
巻
十
一
号
（
大
正
元
年
十
一
月
）「
日
光
に
て
」

・
落
葉
松

か
ら
ま
つ
の
山
を
下
り
て
水
ひ
か
る
高
原
に
出
づ
稍
頭
痛
す
る

通
釈

カ
ラ
マ
ツ
の
山
を
く
だ
っ
て
、
水
の
ひ
か
る
高
原
に
出
る
。
や
や
頭
痛
が
す
る
。

山
田

初
出
で
は
「
出
づ
」
で
あ
り
、「
つ
」
を
助
動
詞
と
考
え
る
と
「
出
で
つ
」
が
正
し
い
は
ず
な
の
で
、「
出
つ
」
は
誤
植
だ
ろ
う
。

こ
の
高
原
は
霧
降
高
原
だ
ろ
う
か
。
森
と
水
と
の
対
比
が
こ
の
歌
に
も
登
場
す
る
。「
や
や
頭
痛
す
る
」は
気
圧
の
変
化
の
せ
い
か
。
助
詞
を

省
略
し
て
い
る
こ
と
で
頭
痛
に
臨
場
感
が
あ
る
。

田
中

140
で
は
「
や
ヽ
」
の
表
記
だ
が
、
こ
こ
は
「
や
や
」。
た
だ
し
、
両
方
と
も
初
出
で
は
漢
字
の
「
稍
」
で
あ
っ
た
。
歌
集
を
見
る
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と
、「
や
や
」
の
二
字
目
の
「
や
」
が
行
頭
に
来
て
い
る
こ
と
か
ら
、
あ
え
て
踊
り
字
に
し
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

139
・
砂
み
ち
に
空
気
草
履
の
内うち
輪わ
な
る
足あし
跡あと
の
こ
る
な
つ
か
し
さ
か
な

【
初
出
】「
白
樺
」
三
巻
十
一
号
（
大
正
元
年
十
一
月
）「
日
光
に
て
」

・
砂
路
に
空
気
草
履
の
内
輪
な
る
足
跡
残
る
な
つ
か
し
さ
か
な

通
釈

砂
の
道
に
空
気
草
履
の
内
側
を
向
い
た
足
跡
が
残
っ
て
い
る
。
心
惹
か
れ
る
こ
と
だ
。

山
田

空
気
草
履
と
は
雪
駄
を
改
良
し
て
か
か
と
の
部
分
に
空
気
が
入
る
よ
う
に
し
た
草
履
で
、
明
治
末
期
に
流
行
し
た
も
の
。
新
し
い

風
俗
を
取
り
入
れ
る
利
玄
ら
し
い
名
詞
で
あ
る
。
内
輪
と
は
つ
ま
先
が
内
側
を
向
い
た
歩
き
方（
い
わ
ゆ
る
内
股
）。
女
性
や
子
供
に
好
ま
れ

た
履
物
で
あ
っ
た
と
い
う
。
初
出
で
は
「
う
つ
き
し
き
稍
内
輪
な
る
歩
み
ぶ
り
な
つ
か
し
い
か
な
女
の
か
ヽ
と
」（
歌
集
未
収
録
）
が
一
つ
後

に
収
め
ら
れ
て
お
り
、
女
性
の
足
跡
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

田
中

136
の
解
説
に
記
し
た
よ
う
に
、初
出
で
は
こ
の
歌
の
後
に「
う
つ
き
し
き
稍
内
輪
な
る
歩
み
ぶ
り
な
つ
か
し
い
か
な
女
の
か
ヽ
と
」

（
歌
集
未
収
録
）
が
あ
る
。「
空
気
草
履
」
を
履
い
た
女
性
の
か
か
と
に
、
お
の
ず
と
視
線
が
行
っ
た
よ
う
だ
。

140
・
パ
ラ
ソ
ル
に
秋
の
日
光
る
眼
の
痛
さ
や
ヽ
疲
れ
つ
ヽ
高
原
を
行
く

【
初
出
】「
白
樺
」
三
巻
十
一
号
（
大
正
元
年
十
一
月
）「
日
光
に
て
」

・
パ
ラ
ソ
ル
に
秋
の
日
光
る
眼
の
痛
さ
稍
う
ち
疲
れ
高
原
を
行
く

通
釈

パ
ラ
ソ
ル
に
秋
の
日
が
光
る
目
の
痛
さ
よ
。
や
や
疲
れ
な
が
ら
高
原
を
行
く
。

山
田

パ
ラ
ソ
ル
と
い
う
モ
チ
ー
フ
が
ハ
イ
カ
ラ
で
利
玄
ら
し
い
。
過
剰
な
ま
で
の
ま
ば
ゆ
い
光
に
「
眼
の
痛
さ
」「
疲
れ
」
を
感
じ
て

い
る
あ
た
り
が
厭
世
的
で
あ
る
。
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田
中

明
治
期
に
日
本
に
伝
え
ら
れ
た
「
パ
ラ
ソ
ル
」（
日
傘
）
か
ら
は
、
や
は
り
女
性
が
連
想
さ
れ
る
。
妻
も
し
く
は
姉
が
日
傘
を
さ

し
て
お
り
、
そ
こ
に
反
射
す
る
「
秋
の
日
」
を
ま
ぶ
し
く
見
つ
め
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

＊
141
・
大
い
な
る
斜
面
に
秋
の
日
を
受
け
て
男
体
山
の
夕
ぐ
れ
に
立
つ

【
初
出
】「
白
樺
」
三
巻
十
一
号
（
大
正
元
年
十
一
月
）「
日
光
に
て
」

異
同
な
し

の
ち
、「
心
の
花
」
十
七
巻
一
号
（
大
正
二
年
一
月
）

曙
会
記
事

兼
題
「
砂
」「
眺
」「
大
」

異
同
な
し

通
釈

大
い
な
る
斜
面
に
秋
の
日
射
し
を
受
け
て
、
男
体
山
が
夕
暮
れ
の
中
を
立
っ
て
い
る
。

山
田

「
大
」
の
題
詠
に
沿
っ
て
詠
ま
れ
た
歌
。
夕
暮
れ
ど
き
の
男
体
山
の
大
き
な
斜
面
に
、
秋
の
日
が
差
し
て
い
る
情
景
を
写
生
的
に

描
い
て
い
る
。
男
体
山
と
い
う
名
も
雄
大
さ
に
一
役
買
っ
て
い
る
。

田
中

107
と
同
じ
く
、
大
正
元
年
十
二
月
十
三
日
に
開
催
さ
れ
た
曙
会
に
提
出
さ
れ
た
歌
で
あ
る
。
兼
題
「
大
」
が
み
ご
と
に
活
き
て
い

る
。

142
・
男
体
の
樅
に
紅
葉
に
午
後
の
日
の
弱
ま
り
て
行
く
暮
の
し
づ
け
さ

【
初
出
】「
白
樺
」
三
巻
十
一
号
（
大
正
元
年
十
一
月
）「
日
光
に
て
」

・
男
体
の
樅
に
紅
葉
に
午
後
の
日
の
弱
ま
り
て
行
く
暮
の
静
け
さ

通
釈

男
体
山
の
樅
に
紅
葉
に
さ
す
午
後
の
日
が
弱
ま
っ
て
ゆ
く
日
暮
れ
ど
き
の
し
ず
け
さ
よ
。

山
田

「
樅
に
紅
葉
に
」と
Ｍ
音
で
韻
を
踏
ん
だ
リ
ズ
ム
が
心
地
よ
い
。「
男
体
」か
ら
導
か
れ
る
男
性
的
な
イ
メ
ー
ジ
か
ら
始
ま
り
、
弱
々

し
い
し
ず
け
さ
へ
と
移
行
し
て
ゆ
く
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が
巧
み
で
あ
る
。

田
中

「
樅
」
は
季
節
を
問
わ
ず
歌
わ
れ
、
こ
の
一
連
で
も
、
120
「
夜
道
す
る
わ
れ
等
い
と
し
も
樅
の
木
の
深
林
を
出
で
湖うみ
添そ
ひ
を
行
く
」
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が
あ
る
。

143
・
日
光
の
宿
の
お
ば
し
ま
軒
ち
か
く
山
高
ま
れ
る
な
つ
か
し
さ
か
な

【
初
出
】「
白
樺
」
四
巻
一
号
（
大
正
二
年
一
月
）「
粉
雪
（
日
光
の
歌
拾
遺
）」

異
同
な
し

通
釈

日
光
の
宿
屋
の
欄
干
よ
。
軒
近
く
な
る
ま
で
山
が
高
ま
っ
て
ゆ
き
、
心
ひ
か
れ
る
こ
と
よ
。

山
田

「
お
ば
し
ま
」
と
は
欄
干
の
こ
と
。「
軒
ち
か
く
山
高
ま
れ
る
」
は
日
没
の
描
写
な
の
だ
ろ
う
か
。
現
代
で
は
や
や
わ
か
り
づ
ら
く

な
っ
て
い
る
感
覚
か
も
し
れ
な
い
。

田
中

初
出
で
は
、
こ
の
歌
の
前
が
107
「
枝
は
な
れ
枯
葉
た
ヾ
よ
ひ
木
の
も
と
の
大だい
地ぢ
に
つ
き
ぬ
な
つ
か
し
い
か
な
」
で
あ
り
、「
な
つ

か
し
い
か
な
」「
な
つ
か
し
さ
か
な
」
と
、
似
通
っ
た
結
句
が
連
続
し
て
い
る
。
こ
の
「
落
葉
樹
」
一
連
を
見
て
も
、
107
・
113
・
126
・
133
・
139

そ
し
て
こ
の
歌
の
結
句
が
「
〜
か
な
」
で
あ
り
、
そ
の
多
用
は
利
玄
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
で
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

＊
144
・
日
光
を
二
時
間
の
後のち
わ
れ
等
去
る
お
も
ひ
さ
び
し
み
御
霊
廟

お
た
ま
や
を
出
づ

【
初
出
】「
白
樺
」
三
巻
十
一
号
（
大
正
元
年
十
一
月
）「
日
光
に
て
」

・
日
光
を
二
時
間
の
後
吾
等
去
る
思
ひ
さ
ひ
ママ

し
み
御
霊
廟

お
た
ま
や
を
出
づ

通
釈

日
光
を
二
時
間
後
に
は
私
た
ち
は
去
る
の
だ
と
い
う
思
い
を
寂
し
み
な
が
ら
御
霊
廟
を
出
る
。

山
田

こ
の
御
霊
廟
と
は
日
光
東
照
宮
の
霊
廟
だ
ろ
う
。日
光
を
去
る
時
間
が
近
づ
い
て
き
て
い
る
こ
と
に
気
付
き
寂
し
さ
を
感
じ
て
い

る
。
そ
れ
を
感
じ
た
の
が
徳
川
家
の
霊
廟
だ
っ
た
と
い
う
の
は
、
自
身
が
木
下
家
の
子
孫
で
あ
る
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
か
ら
だ
ろ
う

か
。田

中

初
出
で
は
、
こ
の
歌
の
前
に
「
夕
光
た﹅
ん﹅
ぜ﹅
ん﹅
山
の
草
原
に
卵
色
し
て
わ
れ
に
向
へ
る
」
が
あ
っ
た
が
、
歌
集
未
収
録
で
あ
る
。
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「
二
時
間
」
と
い
う
具
体
的
な
時
間
を
掲
げ
、
そ
の
よ
う
な
短
い
時
間
で
あ
っ
た
こ
と
を
強
調
し
た
の
だ
ろ
う
。

145
・
鹿
沼
に
て
姉
に
わ
か
れ
し
汽
車
の
中
の
そ
ヾ
ろ
に
さ
び
し
野
の
靄
を
見
る

【
初
出
】「
白
樺
」
四
巻
一
号
（
大
正
二
年
一
月
）「
粉
雪
（
日
光
の
歌
拾
遺
）」

異
同
な
し

通
釈

鹿
沼
に
て
姉
と
わ
か
れ
た
汽
車
の
中
が
な
ん
と
な
く
寂
し
い
。
野
の
靄
を
見
る
。

山
田

鹿
沼
の
駅
に
て
義
姉
（
妻
の
姉
）
と
別
れ
て
東
京
へ
と
帰
る
。
旅
の
終
わ
り
の
寂
し
さ
が
、
野
の
靄
に
託
さ
れ
て
い
る
。

田
中

初
出
で
は
、
こ
の
歌
の
前
に
「
浅
草
の
菊
供
養
な
ど
下
野
の
新
聞
に
見
ゆ
都
こ
ひ
し
き
」（
歌
集
未
収
録
）
が
置
か
れ
、
重
陽
の

節
句
に
浅
草
寺
で
行
わ
れ
る
行
事
か
ら
「
都
」
を
思
う
と
い
う
内
容
で
あ
っ
た
。「
姉
」
と
の
「
わ
か
れ
」
は
、
旅
の
身
と
の
別
れ
、
東
京
へ

の
帰
還
を
も
ほ
の
め
か
し
て
い
る
。

146
・
日
光
は
次
第
に
遠
み
過
ぎ
去
れ
る
旅
の
か
な
し
さ
野
ず
ゑ
汽
車
行
く

【
初
出
】「
白
樺
」
四
巻
一
号
（
大
正
二
年
一
月
）「
粉
雪
（
日
光
の
歌
拾
遺
）」

・
日
光
は
次
第
に
遠
み
過
ぎ
去
れ
る
旅
の
か
な
し
さ
野
末
汽
車
行
く

通
釈

日
光
は
次
第
に
遠
ざ
か
っ
て
い
き
、
過
ぎ
去
っ
て
ゆ
く
旅
の
か
な
し
さ
よ
。
野
の
果
て
を
汽
車
は
行
く
。

山
田

日
光
を
遠
ざ
か
っ
て
ゆ
く
汽
車
を
詠
ん
だ
歌
。「
野
ず
ゑ
」
と
は
野
の
果
て
の
意
。
遠
ざ
か
る
汽
車
は
利
玄
好
み
の
モ
チ
ー
フ
の

よ
う
だ
。

田
中

車
中
詠
で
あ
る
が
、
自
身
が
乗
っ
た
「
汽
車
」
を
鳥
瞰
的
に
見
た
結
句
が
映
像
的
で
、
動
き
が
あ
る
。
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147
・
野
原
や
や
な
ぞ
へ
に
な
れ
り
夕
月
の
光
た
ま
る
を
汽
車
よ
り
見
や
る

【
初
出
】「
白
樺
」
四
巻
一
号
（
大
正
二
年
一
月
）「
粉
雪
（
日
光
の
歌
拾
遺
）」

異
同
な
し

通
釈

野
原
が
や
や
斜
め
に
な
っ
た
。
夕
月
の
光
が
た
ま
る
の
を
汽
車
よ
り
見
つ
め
る
。

山
田

「
な
ぞ
へ
」
と
は
斜
め
、
斜
面
の
意
。
坂
道
に
入
り
、
野
原
が
斜
め
に
見
え
た
。
そ
こ
に
夕
月
の
光
が
た
ま
る
美
し
さ
に
息
を
呑

ん
で
い
る
。
車
窓
風
景
と
い
う
新
し
い
美
を
発
見
し
て
い
る
。

田
中

「
汽
車
」
の
語
が
多
用
さ
れ
た
一
連
で
あ
り
、
習
作
の
感
が
あ
る
が
、
千
メ
ー
ト
ル
以
上
の
高
地
か
ら
な
だ
ら
か
な
平
地
へ
と
向

か
う
傾
斜
の
加
減
が
写
実
的
に
ス
ケ
ッ
チ
さ
れ
て
い
る
。

148
・
寒
き
夜
に
か
た
ま
り
あ
ひ
て
急
ぎ
た
る
戦
場
が
原
の
思
ひ
出
か
な
し

【
初
出
】「
白
樺
」
三
巻
十
一
号
（
大
正
元
年
十
一
月
）「
日
光
に
て
」

異
同
な
し

通
釈

寒
い
夜
に
か
た
ま
り
あ
い
な
が
ら
急
い
で
い
る
戦
場
ヶ
原
の
思
い
出
が
悲
し
い
。

山
田

夜
の
汽
車
の
な
か
が
寒
く
、
同
行
者
（
妻
だ
ろ
う
か
）
と
身
を
寄
せ
合
い
な
が
ら
日
光
の
戦
場
ヶ
原
湿
原
を
進
ん
で
ゆ
く
思
い
出

を
回
想
し
て
い
る
。
戦
場
ヶ
原
は
山
の
神
が
闘
い
を
繰
り
広
げ
た
と
い
う
伝
説
に
因
ん
で
い
る
地
名
で
、「
身
を
寄
せ
合
う
」
と
「
闘
う
」
と

い
う
正
反
対
の
行
動
が
一
首
の
な
か
で
対
立
構
造
を
持
っ
て
い
る
。

田
中

初
出
で
は
、
145
〜
147
、
こ
の
歌
を
は
さ
ん
で
149
・
150
の
順
で
あ
り
、
こ
の
148
が
間
に
割
り
込
む
よ
う
に
置
か
れ
て
い
る
。
ハ
イ
キ

ン
グ
に
適
し
た
湿
原
で
あ
る
「
戦
場
が
原
」
だ
が
、
寒
さ
も
あ
り
、
ま
た
、
時
間
的
な
制
約
も
あ
っ
て
急
ぎ
の
歩
き
と
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

短
い
旅
を
終
え
て
日
常
に
戻
る
が
、
忘
れ
が
た
き
「
思
ひ
出
」
が
確
か
に
あ
っ
た
と
い
う
構
成
意
図
が
う
か
が
え
る
。
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149
・
埼
玉
の
小
停
車
場
に
汽
車
と
ま
る
橙だいゞ
い
ろ
の
ま
ば
ら
な
る
灯
よ

【
初
出
】「
白
樺
」
四
巻
一
号
（
大
正
二
年
一
月
）「
粉
雪
（
日
光
の
歌
拾
遺
）」

・
埼
玉
の
小
停
車
場
に
汽
車
と
ま
る
橙
い
ろ
の
ま
ば
ら
な
る
灯
よ

通
釈

埼
玉
の
小
さ
な
停
車
場
に
汽
車
は
と
ま
る
。
橙
色
の
ま
ば
ら
な
灯
り
よ
。

山
田

現
代
と
は
違
い
農
村
地
帯
で
あ
っ
た
頃
の
埼
玉
で
あ
る
が
、
少
し
ず
つ
都
市
化
が
始
ま
り
だ
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
街
灯
の
橙
色

の
灯
り
が
ま
ば
ら
に
見
え
る
。
近
代
社
会
の
新
し
い
美
の
風
景
で
あ
る
。

田
中

99
「
埼
玉
の
と
あ
る
小
村
の
停
車
場
の
柵さく
の
ダ
リ
ヤ
に
秋
の
陽ひ
あ
つ
し
」
は
、
日
光
へ
の
往
路
と
し
て
の
「
埼
玉
」
の
風
景
で
あ
っ

た
が
、
こ
こ
は
復
路
で
、
日
常
へ
戻
っ
て
行
く
手
続
き
と
し
て
の
「
停
車
場
」
が
詠
わ
れ
て
い
る
。
次
の
150
と
併
せ
て
、
日
常
へ
と
引
き
戻

す
シ
グ
ナ
ル
と
し
て
の
「
灯
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

150
・
東
京
に
近
づ
く
汽
車
に
日
は
暮
れ
て
埼
玉
あ
た
り
野
の
灯
さ
び
し
も
（
大
正
元
年
十
月
）

【
初
出
】「
白
樺
」
四
巻
一
号
（
大
正
二
年
一
月
）「
粉
雪
（
日
光
の
歌
拾
遺
）」
歌
は
異
同
な
い
が
、（
大
正
元
年
十
月
）
は
な
し

通
釈

東
京
に
近
づ
く
汽
車
に
日
は
暮
れ
て
ゆ
き
、
埼
玉
あ
た
り
の
野
の
灯
り
が
さ
び
し
い
こ
と
だ
。

山
田

埼
玉
か
ら
汽
車
は
進
み
、
す
っ
か
り
都
市
化
さ
れ
た
東
京
へ
と
向
か
っ
て
ゆ
く
。
こ
ち
ら
の
「
野
の
灯
り
」
は
民
家
の
灯
り
か
も

し
れ
な
い
。
利
玄
に
と
っ
て
は
も
は
や
東
京
の
都
市
的
な
世
界
が
日
常
で
あ
り
、
農
村
地
帯
へ
の
旅
は
非
日
常
と
化
し
て
い
た
の
だ
。

田
中

初
出
に
は
な
か
っ
た
「
大
正
元
年
十
月
」
と
い
う
具
体
的
な
日
付
を
盛
り
込
み
、
一
連
を
確
た
る
「
思
い
出
」
に
位
置
づ
け
て
い

る
。
日
光
は
松
尾
芭
蕉
も
歩
い
た
ゆ
か
り
の
地
で
あ
り
、『
銀
』
巻
頭
部
が
、

利
玄
版
『
奥
の
細
道
』
で
あ
っ
た
こ
と
も
併
せ
て
鑑
賞
し
た

い
。
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「
地ぢ
面めん
」

＊
151
・
天
気
よ
き
日
曜
の
朝
の
勧
工
場
日ひ
陰かげ
つ
め
た
く
秋
を
感
ず
る

【
初
出
】「
心
の
花
」
十
七
巻
一
号
（
大
正
二
年
一
月
）「
草
花
」

・
天
気
よ
き
日
曜
の
朝
の
勧
工
場
日
陰
つ
め
た
く
秋
を
感
ず
る

通
釈

天
気
の
よ
い
日
曜
の
朝
の
勧
工
場
。
日
陰
が
つ
め
た
く
秋
を
感
じ
る
。

山
田

勧
工
場
と
は
明
治
・
大
正
時
代
に
流
行
し
た
商
業
施
設
で
、一
つ
の
建
物
の
中
で
様
々
な
商
品
の
即
売
が
行
わ
れ
て
い
た
。デ
パ
ー

ト
の
浸
透
に
伴
い
廃
れ
た
と
い
う
。
う
ら
ら
か
な
日
曜
の
朝
の
風
景
の
中
に
わ
ず
か
に
涼
し
い
場
所
を
発
見
し
て
秋
の
訪
れ
を
感
じ
る
と
い

う
歌
。
勧
工
場
の
よ
う
な
当
時
の
先
端
風
俗
を
短
歌
に
詠
む
の
は
珍
し
い
こ
と
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
程
無
く
て
し
て
廃
れ
て
い
く
も
の
に
秋

を
感
じ
た
と
い
う
の
も
、
偶
然
で
は
あ
ろ
う
が
予
言
め
い
て
い
て
面
白
い
。

田
中

初
出
で
は
、
こ
の
歌
の
後
に
「
勧
工
場
昼
間
の
ガ
ス
の
灯
の
如
く
弱
く
か
な
し
き
生
き
や
う
を
す
る
」（
歌
集
未
収
録
）
と
い
う

寂
寥
感
た
だ
よ
う
歌
が
置
か
れ
て
い
た
。
は
な
や
か
な
「
勧
工
場
」
が
、
つ
ね
に
「
日
陰
」
の
つ
め
た
さ
や
、
可
視
化
し
づ
ら
い
「
昼
間
の

ガ
ス
の
灯
」
の
よ
う
な
、
弱
々
し
い
も
の
と
セ
ッ
ト
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

＊
152
・
ネ
ル
に
着
る
袷
羽
織
の
甲か
斐ひ
絹き
裏うら
つ
め
た
き
光
沢
つ
や
の
さ
び
し
雨
の
日

【
初
出
】「
白
樺
」
三
巻
九
号
（
大
正
元
年
九
月
）「
夏
の
末
」

異
同
な
し

通
釈

フ
ラ
ン
ネ
ル
の
下
着
の
上
に
着
た
袷
羽
織
の
甲
斐
絹
裏
、
そ
の
つ
め
た
い
光
沢
の
さ
び
し
い
雨
の
日
で
あ
る
。

山
田

袷
羽
織
は
表
裏
の
あ
る
着
物
な
の
で
、裏
が
甲
斐
絹
仕
立
て
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。ど
ち
ら
も
舶
来
も
の
の
素
材
で
あ
る
。

表
地
よ
り
も
裏
地
の
光
沢
に
着
目
す
る
と
こ
ろ
に
、
人
目
に
触
れ
に
く
い
も
の
に
心
を
寄
せ
る
性
質
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

田
中

「
ネ
ル
」＝

フ
ラ
ン
ネ
ル
は
、
や
わ
ら
か
く
肌
触
り
の
良
い
毛
織
物
。
そ
の
ふ
ん
わ
り
と
し
た
印
象
と
対
照
的
な
の
が
、「
甲
斐
絹
」
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だ
ろ
う
か
。
菱
川
（1973

）
に
よ
る
と
、
裏
付
き
の
羽
織
で
あ
る
「
袷
羽
織
」
は
、
そ
の
裏
地
に
甲
斐
絹
（
細
く
目
を
つ
め
て
織
っ
た
絹
布

で
、
光
沢
が
あ
る
）
を
使
用
し
た
と
の
こ
と
。
触
覚
を
前
面
に
押
し
出
し
た
印
象
的
な
歌
。

153
・
わ
が
心
森
の
緑
に
浸ひた
り
つ
ヽ
そ
の
言
ふ
こ
と
に
酔
へ
る
さ
み
し
さ

【
初
出
】
初
出
未
詳

『
木
下
利
玄
全
歌
集
』（
岩
波
書
店
、
大
正
一
五
年
）
で
は
「
大
正
元
年
」
作
と
し
て
収
録

通
釈

私
の
心
は
森
の
緑
に
浸
り
つ
つ
、
そ
の
言
う
こ
と
に
酔
え
る
さ
み
し
さ
よ
。

山
田

緑
あ
ふ
れ
た
森
に
心
を
一
体
化
さ
せ
な
が
ら
、自
分
の
話
す
こ
と
に
陶
酔
し
て
い
る
と
い
う
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
に
さ
み
し
さ
を
覚
え

る
と
い
う
歌
だ
ろ
う
。

田
中

153
〜
155
、
161
、
163
〜
166
、
169
に
つ
い
て
は
初
出
未
詳
（
本
歌
集
か
）。
紅
野
敏
郎
「
木
下
利
玄
第
一
歌
集
『
銀
』
の
草
稿
｜

白

樺
派
の
研
究
｜

」（『
早
稲
田
大
学
教
育
学
部
学
術
研
究
』
三
〇
号

一
九
八
一
年
十
二
月

以
下
、「
紅
野
（1981

「
草
稿
」）」
と
略
す
）

六
一
頁
で
は
、
も
と
も
と
の
草
稿
と
し
て
、「
わ
が
心
森
の
緑
に
帰
り
つ
ヽ
そ
の
言
ふ
年
に
酔
へ
る
さ
み
し
さ
」（
傍
線
は
引
用
者
に
よ
る
）

と
書
か
れ
て
い
る
が
、
初
出
に
関
し
て
は
ふ
れ
て
い
な
い
。

154
・
橋
の
影
う
つ
れ
る
河
の
洲
に
咲
け
る
芹
の
小
花
の
白
の
か
な
し
さ

【
初
出
】
初
出
未
詳

『
木
下
利
玄
全
歌
集
』（
岩
波
書
店
、
大
正
一
五
年
）
で
は
「
大
正
元
年
」
作
と
し
て
収
録

通
釈

橋
の
影
が
映
っ
て
い
る
河
の
洲
に
咲
い
て
い
る
芹
の
小
さ
な
花
の
白
の
か
な
し
さ
よ
。

山
田

カ
メ
ラ
ワ
ー
ク
の
よ
う
に
ピ
ン
ト
を
ど
ん
ど
ん
絞
っ
て
ゆ
く
手
法
を
用
い
て
い
る
。大
き
く
黒
い
橋
の
影
か
ら
最
終
的
に
小
さ
な

芹
の
白
い
花
へ
と
向
か
う
対
比
が
効
い
て
い
る
。

田
中

「
芹
」
は
春
の
季
語
で
、
七
草
の
一
つ
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
夏
に
な
っ
て
か
ら
白
い
色
の
小
花
を
ひ
ら
く
が
、
短
歌
で
は
や

― ―217

（

）

六
六

北海学園大学人文論集 第56号(2014年３月)



は
り
春
に
歌
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
た
と
え
ば
、「
余
年
な
き
さ
ま
に
は
見
ゆ
れ
頰
か
む
り
母
が
芹
つ
む
き
さ
ら
ぎ
の
野
や
」（
若
山
牧
水『
み

な
か
み
』
大
正
二
年
）
な
ど
。
夏
に
咲
く
「
芹
の
小
花
」
に
目
を
と
め
た
の
は
、
利
玄
独
特
の
視
点
。

前
の
歌
と
同
じ
く
、「
紅
野
（1981

「
草
稿
」）」
で
は
、
も
と
も
と
の
草
稿
と
し
て
、「
橋
の
影
う
つ
れ
る
河
の
門
に
咲
け
る
芹
の
小
花
の

白
の
か
な
し
さ
」（
傍
線
は
引
用
者
に
よ
る
）
と
書
か
れ
て
い
る
。

155
・
水
の
音
に
心
撫
で
ら
れ
お
と
な
し
く
あ
ま
や
か
さ
る
ヽ
流
の
ほ
と
り

【
初
出
】
初
出
未
詳

『
木
下
利
玄
全
歌
集
』（
岩
波
書
店
、
大
正
一
五
年
）
で
は
「
大
正
元
年
」
作
と
し
て
収
録

通
釈

水
の
音
に
心
を
撫
で
ら
れ
て
、
お
と
な
し
く
甘
や
か
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
気
分
に
な
る
、
流
れ
の
ほ
と
り
よ
。

山
田

水
の
音
に
心
を
撫
で
ら
れ
る
と
い
う
秀
逸
な
擬
人
化
手
法
が
あ
る
。「
お
と
な
し
く
あ
ま
や
か
さ
る
ヽ
」
の
も
ま
た
自
ら
の
心
で

あ
ろ
う
。
川
を
母
と
し
て
子
供
に
戻
っ
て
ゆ
く
よ
う
な
感
覚
が
見
ら
れ
る
。

田
中

河
の
水
流
の
音
に
癒
さ
れ
る
気
持
ち
を
、「
あ
ま
や
か
さ
る
ヽ
」
を
擬
人
化
さ
せ
た
よ
う
な
表
現
が
ユ
ニ
ー
ク
。
前
の
歌
と
同
じ

く
、「
紅
野
（1981

「
草
稿
」）」
で
は
、
も
と
も
と
の
草
稿
と
し
て
、「
水
の
音
に
心
撫
で
ら
れ
お
と
な
し
く
甘
や
か
さ
る
る
流
の
ほ
と
り
」

（
傍
線
は
引
用
者
に
よ
る
）
と
書
か
れ
て
い
る
。

156
・
遠
く
行
く
夜
汽
車
の
窓
の
暗
き
灯
の
い
く
つ
も
過
ぎ
ぬ
踏
切
に
立
つ

【
初
出
】「
白
樺
」
三
巻
九
号
（
大
正
元
年
九
月
）「
夏
の
末
」

異
同
な
し

通
釈

遠
く
を
行
く
夜
汽
車
の
窓
の
暗
い
灯
り
が
い
く
つ
も
過
ぎ
て
い
っ
た
。
踏
切
に
立
つ
。

山
田

お
そ
ら
く
踏
切
に
向
か
っ
て
歩
い
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
遠
く
に
夜
汽
車
が
過
ぎ
去
っ
て
ゆ
く
音
が
す
る
の
を
聞
き
な
が
ら
も
、
暗

い
の
で
わ
ず
か
な
窓
の
灯
り
で
し
か
そ
の
実
体
を
確
認
で
き
な
い
。
夜
汽
車
が
す
っ
か
り
行
き
過
ぎ
て
行
っ
た
頃
に
ち
ょ
う
ど
踏
切
に
着
い
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た
の
だ
ろ
う
。
め
ま
ぐ
る
し
く
忙
し
い
雰
囲
気
が
伝
わ
っ
て
く
る
。

田
中

動
詞
を
多
用
し
、
自
身
の
心
の
動
き
も
そ
れ
に
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
よ
う
だ
。
初
出
で
は
、
こ
の
後
に「
何
事
か
待
た
る
ヽ
如
く

お
ち
つ
か
ぬ
蒸
し
暑
き
夜
の
稲
光
か
な
」（
歌
集
未
収
録
）
と
、
夏
の
雷
が
歌
わ
れ
、
157
に
続
け
て
い
た
。

＊
157
・
何
処
に
か
子
供
の
遊
ぶ
声
き
こ
え
樹
陰
こ
か
げ
の
闇
の
身
じ
ろ
ぎ
も
せ
ぬ

【
初
出
】「
白
樺
」
三
巻
九
号
（
大
正
元
年
九
月
）「
夏
の
末
」

・
何
処
い
づ
こ
に
か
子
供
の
遊
ぶ
声
き
こ
え
樹
陰
こ
か
げ
の
闇
の
身
じ
ろ
ぎ
も
せ
ぬ

通
釈

ど
こ
か
ら
か
子
供
の
遊
ぶ
声
が
き
こ
え
、
木
陰
の
闇
が
身
じ
ろ
ぎ
も
し
な
い
。

山
田

夕
方
の
風
景
で
あ
る
。
子
供
が
元
気
に
遊
ぶ
声
だ
け
き
こ
え
て
き
て
、
木
陰
の
闇
は
微
動
だ
に
し
な
い
。
声
が
き
こ
え
て
い
な
が

ら
も
、
そ
れ
が
遥
か
彼
方
の
こ
と
で
あ
り
付
近
は
静
寂
に
満
ち
て
い
る
こ
と
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。

田
中

夕
闇
が
迫
っ
て
く
る
時
間
帯
だ
ろ
う
。
157
〜
161
の
一
連
で
は
、
自
身
の
幼
少
期
を
な
つ
か
し
む
よ
う
な
、
ノ
ス
タ
ル
ジ
ッ
ク
な
世

界
が
構
築
さ
れ
て
い
る
。

＊
158
・
膝
折
り
て
湿しめ
り
を
持
て
る
土
の
香
を
か
げ
ば
子
供
の
遊
び
な
つ
か
し

【
初
出
】「
白
樺
」
三
巻
九
号
（
大
正
元
年
九
月
）「
夏
の
末
」

・
膝
折
り
て
湿
り
を
持
て
る
土
の
香
を
か
げ
ば
子
供
の
遊
び
な
つ
か
し

通
釈

膝
を
折
っ
て
湿
り
を
持
つ
土
の
香
り
を
か
げ
ば
、
子
供
の
遊
び
が
な
つ
か
し
く
な
る
。

山
田

我
が
子
の
こ
と
と
い
う
よ
り
も
、
利
玄
本
人
の
幼
少
期
へ
の
郷
愁
を
覚
え
た
の
だ
ろ
う
。
土
の
香
り
を
か
ぐ
と
い
う
行
為
に
は
、

白
樺
派
の
自
然
礼
賛
の
通
ず
る
も
の
を
感
じ
る
。
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田
中

41
「
我
が
顔
を
雨う
後ご
の
地
面
に
近
づ
け
て
ほ
し
い
ま
ヽ
に
は
こ
べ
を
愛
す
」
と
、
や
や
類
想
的
な
歌
で
あ
る
。「
紅
野
（1981

「
草

稿
」）」
に
よ
る
と
、
こ
の
「
地
面
」
二
三
首
の
章
題
は
、
も
と
も
と
の
草
稿
で
は
「
子
供
の
遊
び
」
で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
の
改
題
に
ふ
れ

て
紅
野
は
、「
草
稿
の
通
り
の
『
子
供
の
遊
び
』
の
ほ
う
が
、
こ
の
章
は
ふ
さ
わ
し
い
気
が
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
次
章
「
利
公
の
為
め

に
」
を
引
き
立
て
る
た
め
に
「
子
供
」
の
語
を
控
え
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

＊
159
・
を
ん
な
の
子
か
ご
め
〳
〵
を
声
々
に
唄
ふ
は
か
な
し
町
の
夕
闇

【
初
出
】「
白
樺
」
三
巻
九
号
（
大
正
元
年
九
月
）「
夏
の
末
」

・
女
の
子
「
か
ご
め
〳
〵
」
を
声
々
に
唄
ふ
は
か
な
し
町
の
夕
闇

通
釈

女
の
子
が
か
ご
め
か
ご
め
を
そ
れ
ぞ
れ
の
声
を
あ
げ
て
唄
っ
て
い
る
の
は
か
わ
い
ら
し
い
。
町
の
夕
闇
で
あ
る
。

山
田

女
の
子
た
ち
が
数
人
で
か
ご
め
か
ご
め
を
唄
っ
て
遊
ん
で
い
る
の
が
聞
こ
え
て
く
る
。そ
こ
に
切
な
い
郷
愁
を
覚
え
て
町
の
夕
闇

の
イ
メ
ー
ジ
へ
と
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
。
157
の
歌
同
様
に
、
子
供
の
遊
び
は
声
の
み
で
聞
こ
え
て
き
て
遠
く
に
あ
る
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
る
。

田
中

江
戸
末
期
に
文
献
に
表
れ
る
「
か
ご
め
か
ご
め
」
の
歌
だ
が
、
そ
の
内
容
や
示
唆
す
る
内
容
に
は
諸
説
が
あ
る
。
主
に
女
児
が
数

人
で
歌
い
な
が
ら
遊
ぶ
も
の
で
あ
り
、「
か
な
し
」
は
、「
愛
し
」。
他
方
、「
籠
の
中
の
鳥
は
い
つ
い
つ
出
や
る
」
と
い
う
歌
詞
の
「
籠
の
中

の
鳥
」
に
自
身
を
重
ね
合
わ
せ
た
部
分
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

160
・
少
年
の
記
憶
か
な
し
も
遊
び
す
ぎ
て
闇
の
せ
ま
り
し
ぬ
り
ご
め
の
か
げ

【
初
出
】「
白
樺
」
三
巻
九
号
（
大
正
元
年
九
月
）「
夏
の
末
」

異
同
な
し

通
釈

少
年
の
頃
の
記
憶
は
切
な
い
。
遊
び
す
ぎ
て
闇
が
迫
っ
て
き
た
塗
籠
の
影
。

山
田

「
ぬ
り
ご
め
（
塗
籠
）」
と
は
外
壁
ま
で
土
で
覆
う
日
本
の
伝
統
的
建
築
法
で
あ
り
、
主
と
し
て
納
戸
や
寝
室
に
使
わ
れ
た
。
遊
び
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す
ぎ
て
時
間
を
忘
れ
て
い
る
う
ち
に
や
が
て
闇
に
飲
み
込
ま
れ
て
し
ま
っ
た
瞬
間
の
さ
び
し
さ
は
、
小
さ
な
恐
怖
に
も
似
た
も
の
だ
っ
た
の

だ
ろ
う
か
。

田
中

「
ぬ
り
ご
め
（
塗
籠
）」
は
、
現
代
に
お
け
る
納
戸
の
よ
う
な
も
の
。
寝
室
に
し
た
り
、
衣
服
や
道
具
を
収
め
る
場
所
で
あ
り
、
暗

く
ひ
ん
や
り
し
た
場
所
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
ま
で
子
ど
も
ら
し
く
遊
ん
で
い
た
が
、
暗
さ
と
静
か
さ
に
は
っ
と
淋
し
さ
を
感
じ
る
瞬

間
を
リ
ア
ル
に
歌
い
と
っ
て
い
る
。

161
・
汽
笛
吹
き
羅
苧
屋
の
車
街まち
と
ほ
る
昼
の
こ
こママ
ろ
の
な
ご
む
土
曜
日

【
初
出
】
初
出
未
詳

『
木
下
利
玄
全
歌
集
』（
岩
波
書
店
、
大
正
一
五
年
）
で
は
「
大
正
元
年
」
作
と
し
て
収
録

通
釈

汽
笛
を
吹
い
て
羅
苧
屋
の
車
が
街
を
通
る
昼
の
、
心
の
和
む
土
曜
日
で
あ
る
。

山
田

羅
苧
屋
と
は
煙
管
の
修
繕
業
の
こ
と
。
江
戸
情
緒
の
象
徴
と
し
て
落
語
な
ど
に
よ
く
登
場
す
る
。
明
治
・
大
正
期
も
現
役
で
活
躍

し
て
お
り
、
煙
管
を
掃
除
す
る
際
に
笛
の
よ
う
な
音
が
出
る
の
が
特
色
で
あ
っ
た
。
汽
笛
を
吹
い
て
羅
苧
屋
の
車
が
通
る
さ
ま
は
下
町
情
緒

と
し
て
親
し
ま
れ
た
の
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
と
近
代
的
な
「
土
曜
日
」
と
い
う
観
念
と
の
取
り
合
わ
せ
も
面
白
い
も
の
で
あ
る
。

田
中

「
羅ら
苧お
屋や
」
は
「
ら
う
や
」
と
も
読
み
、
煙
管
き
せ
る
の
修
繕
屋
。
澤
宮
優
『
昭
和
の
仕
事
』（
弦
書
房
、
二
〇
一
〇
年
）
に
よ
る
と
、
改

造
し
た
リ
ヤ
カ
ー
に
道
具
一
式
を
乗
せ
て
、
煙
管
の
手
入
れ
や
道
具
の
取
り
替
え
を
商
売
と
し
た
。
東
京
で
は
、
上
野
不
忍
池
あ
た
り
に
そ

の
「
汽
笛
」
付
き
の
屋
台
が
出
て
い
た
と
い
う
。
確
か
に
手
作
業
の
職
人
の
姿
は
、「
こ
こ
ろ
の
な
ご
む
」
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
な
お
、
表

記
は
「
こ
ヽ
ろ
」
が
正
し
い
。

153
〜
155
の
歌
と
同
じ
く
、「
紅
野
（1981

「
草
稿
」）」
で
は
、
も
と
も
と
の
草
稿
と
し
て
、「
汽
笛
吹
き
羅
草
屋
の
車
街
通
る
昼
の
こ
こ
ろ

の
な
ご
む
土
曜
日
」（
傍
線
は
引
用
者
に
よ
る
）
と
書
か
れ
て
い
る
が
、「
羅
草
屋
」
は
誤
植
だ
ろ
う
。
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＊
162
・
四
十
雀
頰
の
お
し
ろ
い
の
き
は
や
か
に
時
た
ま
来
り
庭
に
遊
べ
る

【
初
出
】「
白
樺
」
三
巻
九
号
（
大
正
元
年
九
月
）「
夏
の
末
」

・
四
十
雀
頰
の
白
粉
おしろい
の
き
は
や
か
に
時
た
ま
来
り
庭
に
遊
べ
る

通
釈

四
十
雀
は
頰
の
お
し
ろ
い
が
く
き
や
か
に
、
時
た
ま
来
て
庭
に
遊
ん
で
い
る
。

山
田

四
十
雀
が
頰
の
部
分
が
白
い
小
鳥
。
そ
れ
が
時
々
庭
に
来
て
遊
ん
で
い
る
こ
と
に
心
を
慰
め
ら
れ
て
い
る
。

田
中

頰
の
白
い
「
四
十
雀
」
は
、
よ
く
通
る
甲
高
い
鳴
き
声
が
愛
ら
し
い
。
現
在
、
東
京
都
の
目
黒
区
ほ
か
で
四
十
雀
が
「
自
治
体
指

定
の
鳥
」
と
な
っ
て
お
り
、
当
時
の
東
京
で
も
な
じ
み
深
い
存
在
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

163
・
女
の
子
頰
ず
り
し
た
し
鶏
頭
の
毛
糸
の
手
鞠
咲
き
出
で
に
け
り

【
初
出
】
初
出
未
詳

『
木
下
利
玄
全
歌
集
』（
岩
波
書
店
、
大
正
一
五
年
）
で
は
「
大
正
元
年
」
作
と
し
て
収
録

通
釈

女
の
子
に
頰
ず
り
を
し
た
い
。
鶏
頭
の
毛
糸
の
手
毬
の
よ
う
な
花
が
咲
き
出
し
た
よ
。

山
田

前
の
歌
に
続
い
て
頰
の
イ
メ
ー
ジ
を
つ
な
げ
て
い
る
。
鶏
頭
の
花
は
赤
く
丸
い
も
の
で
確
か
に
赤
い
毛
糸
の
手
毬
を
連
想
さ
せ

る
。
そ
こ
か
ら
少
女
の
イ
メ
ー
ジ
に
結
び
つ
き
、
女
の
子
に
頰
ず
り
を
す
る
ほ
ど
可
愛
が
り
た
い
と
い
う
気
持
ち
に
つ
な
が
っ
た
の
だ
ろ
う
。

田
中

「
頰
ず
り
」
は
、
前
の
162
歌
の
「
頰
」
か
ら
の
連
想
だ
ろ
う
か
。
161
の
歌
と
同
じ
く
、「
紅
野
（1981

「
草
稿
」）」
で
は
、
も
と
も

と
の
草
稿
と
し
て
、「
女
の
子
頰
ず
り
志
た
し
鶏
頭
の
毛
糸
の
手
鞠
咲
き
出
で
に
け
り
」（
傍
線
は
引
用
者
に
よ
る
）
と
書
か
れ
て
い
る
。

164
・
鶏
頭
の
黄
い
ろ
と
赤
の
び
ら
う
ど
の
玉
の
か
は
ゆ
き
秋
の
太
陽

【
初
出
】
初
出
未
詳

『
木
下
利
玄
全
歌
集
』（
岩
波
書
店
、
大
正
一
五
年
）
で
は
「
大
正
元
年
」
作
と
し
て
収
録

通
釈

鶏
頭
の
黄
色
い
花
と
、
赤
い
び
ろ
う
ど
の
玉
の
よ
う
な
花
は
、
か
わ
い
い
秋
の
太
陽
で
あ
る
。
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山
田

前
の
歌
か
ら
鶏
頭
の
歌
を
続
け
て
い
る
。
鶏
頭
の
花
に
は
黄
色
と
赤
が
あ
り
、
そ
れ
を
か
わ
い
ら
し
い
秋
の
太
陽
と
見
立
て
て
い

る
と
こ
ろ
に
面
白
さ
が
あ
る
。「
び
ら
う
ど
の
玉
」
の
よ
う
な
西
洋
情
緒
を
感
じ
さ
せ
る
言
葉
は
、
北
原
白
秋
の
影
響
を
感
じ
さ
せ
る
。

田
中

「
鶏
頭
」
は
秋
の
季
語
。
北
原
白
秋
の
『
桐
の
花
』
に
も
、「
ひ
い
や
り
と
剃
刀
ひ
と
つ
落
ち
て
あ
り
鶏
頭
の
花
黄
な
る
庭
さ
き
」

と
、
黄
色
の
鶏
頭
が
歌
わ
れ
て
い
る
。
前
の
歌
と
同
じ
く
、「
紅
野
（1981

「
草
稿
」）」
で
は
、
も
と
も
と
の
草
稿
と
し
て
、「
鶏
頭
の
黄
色

と
赤
の
び
ら
う
ど
の
玉
の
は
は
ゆ
き
秋
の
太
陽
」（
傍
線
は
引
用
者
に
よ
る
）
と
書
か
れ
て
い
る
が
、「
は
は
ゆ
き
」
は
誤
植
だ
ろ
う
。

165
・
羽
織
着
る
君
が
素す
足あし
の
冷
た
さ
の
か
は
ゆ
さ
い
た
み
胸
に
ま
つ
は
る

【
初
出
】
初
出
未
詳

『
木
下
利
玄
全
歌
集
』（
岩
波
書
店
、
大
正
一
五
年
）
で
は
「
大
正
元
年
」
作
と
し
て
収
録

通
釈

羽
織
を
着
る
君
の
素
足
の
冷
た
さ
の
、
可
愛
ら
し
さ
が
心
痛
い
ほ
ど
に
胸
に
ま
と
わ
り
つ
く
。

山
田

「
君
」
は
女
性
と
と
り
、
相
聞
歌
と
し
て
解
釈
す
る
。
裸
足
の
冷
た
さ
に
可
愛
ら
し
さ
と
同
時
に
「
寒
が
っ
て
は
い
な
い
か
」
と

心
配
す
る
心
の
痛
み
も
感
じ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

田
中

152
「
ネ
ル
に
着
る
袷
羽
織
の
甲か
斐ひ
絹き
裏うら
つ
め
た
き
光
沢
つ
や
の
さ
び
し
雨
の
日
」
の
よ
う
に
、「
羽
織
」
と
「
冷
た
さ
」
と
が
縁
語
の

よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
さ
ま
に
「
か
は
ゆ
さ
」
を
感
じ
て
い
る
。「
君
の
素
足
」
を
庇
護
し
た
い
と
い
う
心
情
の
あ
ら
わ

れ
だ
ろ
う
。
前
の
歌
と
同
じ
く
、「
紅
野
（1981

「
草
稿
」）」
の
も
と
も
と
の
草
稿
で
は
、「
素
足
」
に
ル
ビ
が
な
い
が
、
あ
と
は
異
同
な
し
。

166
・
そ
ら
し
た
る
ま
な
ざ
し
追
へ
ば
追
は
れ
つ
つママ
し
ば
た
たママ
き
居
る
ま
み
の
う
る
ほ
ひ

【
初
出
】
初
出
未
詳

『
木
下
利
玄
全
歌
集
』（
岩
波
書
店
、
大
正
一
五
年
）
で
は
「
大
正
元
年
」
作
と
し
て
収
録

通
釈

逸
ら
し
た
ま
な
ざ
し
を
追
え
ば
、
追
わ
れ
な
が
ら
ま
ば
た
き
を
し
て
い
る
目
も
と
の
潤
い
よ
。

山
田

恋
の
歌
の
よ
う
に
も
読
め
る
が
、
前
後
の
構
成
か
ら
す
る
と
は
っ
き
り
と
は
し
な
い
。
目
線
を
合
わ
せ
よ
う
と
す
れ
ば
そ
ら
さ
れ
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て
ゆ
く
け
れ
ど
、
多
分
相
手
も
本
当
は
視
線
に
気
付
い
て
い
て
、
ま
ば
た
き
を
し
て
い
る
。
そ
の
と
き
の
目
も
と
の
潤
い
に
着
目
す
る
と
こ

ろ
に
い
じ
ら
し
さ
が
あ
る
。

田
中

表
記
は
、
正
し
く
は
「
追
は
れ
つ
ヽ
し
ば
た
ヽ
き
居
る
」
で
あ
ろ
う
。
他
の
歌
で
も
表
記
の
混
交
が
見
ら
れ
た
が
、『
定
本
』
で

も
こ
の
表
記
の
ま
ま
で
あ
る
。
前
の
歌
と
同
じ
く
、「
紅
野
（1981

「
草
稿
」）」
で
は
、
も
と
も
と
の
草
稿
と
し
て
、「
そ
ら
し
た
る
ま
な
ざ

し
追
へ
ば
追
は
れ
つ
つ
志
ば
た
き
居
る
ま
み
の
う
る
ほ
ひ
」（
傍
線
は
引
用
者
に
よ
る
）
と
書
か
れ
て
い
る
が
、「
た
き
」
は
誤
植
だ
ろ
う
。

167
・
今
し
が
た
茶
の
間
の
時
計
十
う
ち
ぬ
厨
に
あ
ま
ね
き
秋
の
光
線

【
初
出
】「
白
樺
」
四
巻
一
号
（
大
正
二
年
一
月
）「
粉
雪
（
糸
屑
）」

異
同
な
し

通
釈

今
し
が
た
茶
の
間
の
時
計
が
十
時
を
打
っ
た
。
厨
房
い
っ
ぱ
い
に
秋
の
光
線
が
さ
し
て
い
る
。

山
田

午
前
十
時
の
台
所
は
、
ま
だ
昼
食
の
準
備
も
は
じ
め
て
お
ら
ず
無
人
で
、
秋
の
陽
光
い
っ
ぱ
い
に
あ
ふ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
の

ん
び
り
と
し
た
四
四
調
を
用
い
て
、
平
和
な
厨
の
風
景
を
描
い
て
い
る
。

田
中

川
田
（1935

）
で
、
101
、
108
歌
と
同
じ
く
こ
の
歌
も
四
四
調
の
一
首
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
第
四
句
「
厨
に
／
あ
ま
ね
き
」

が
四
四
調
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
初
出
は
四
首
連
作
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
後
の
三
首
は
、
70
〜
72
歌
で
あ
り
、
こ
の
歌
の
み
離
れ
た
配
置

さ
れ
た
。

＊
168
・
ダ
リ
ヤ
咲
く
さ
け
ば
さ
き
た
る
さ
み
し
さ
に
花
の
瞳
の
涙
ぐ
み
た
る

【
初
出
】「
心
の
花
」
十
七
巻
一
号
（
大
正
二
年
一
月
）「
草
花
」

・
ダ
リ
ヤ
咲
く
咲
け
ば
咲
き
た
る
さ
み
し
さ
に
花
の
瞳
の
涙
ぐ
み
た
る

通
釈

ダ
リ
ヤ
が
咲
く
。
咲
け
ば
咲
く
と
い
う
さ
み
し
さ
に
、
花
の
瞳
が
涙
ぐ
ん
で
い
る
。
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山
田

瞳
の
イ
メ
ー
ジ
は
166
と
共
通
。
ダ
リ
ヤ
が
露
を
こ
ぼ
し
て
い
る
状
況
を
描
い
た
の
だ
ろ
う
が
、
そ
こ
に
ど
う
し
よ
う
も
な
い
さ
み

し
さ
を
み
て
と
っ
て
い
る
。
初
句
切
れ
が
強
い
諦
念
の
印
象
を
与
え
る
。

田
中

初
出
で
は
「
咲
」
の
漢
字
表
記
が
続
い
て
い
た
が
、「
さ
」
の
ひ
ら
が
な
に
直
し
た
こ
と
で
、
そ
の
下
の
「
さ
み
し
さ
」
が
視
覚

的
に
も
際
立
つ
こ
と
と
な
っ
た
。

169
・
疲
れ
た
る
光
の
中
に
コ
ス
モ
ス
の
あ
ら
は
に
咲
け
る
午
後
頭
痛
す
る

【
初
出
】
初
出
未
詳

『
木
下
利
玄
全
歌
集
』（
岩
波
書
店
、
大
正
一
五
年
）
で
は
「
大
正
元
年
」
作
と
し
て
収
録

通
釈

疲
れ
た
光
の
中
に
コ
ス
モ
ス
が
あ
ら
わ
に
咲
い
て
い
る
午
後
、
頭
痛
が
す
る
。

山
田

光
が
弱
ま
る
さ
ま
を「
疲
れ
た
る
」と
表
現
し
て
お
り
、
弱
々
し
い
コ
ス
モ
ス
の
花
が
凛
と
強
く
見
え
る
瞬
間
と
対
比
し
て
い
る
。

「
頭
痛
」は
当
時
と
し
て
は
俗
語
に
近
く
、「
午
後
頭
痛
す
る
」と
助
詞
を
省
い
た
片
言
的
な
物
言
い
に
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
か
す
か
な
ユ
ー

モ
ア
が
見
え
る
。

田
中

138
「
落
葉
松

か
ら
ま
つ
の
山
を
く
だ
り
て
水
ひ
か
る
高
原
に
出
つママ
や
や
頭
痛
す
る
」、
ま
た
、
妻
を
歌
っ
た
203
「
若
き
母
頭かしら
痛
む
に
手
を
当

て
ヽ
む
か
ふ
わ
が
子
の
墓
標
の
白
さ
」
に
も
「
頭
痛
」
が
歌
わ
れ
て
い
る
。
石
川
啄
木
に
も
、
頭
痛
か
ら
発
想
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
「
何
が

な
し
に
／
頭
の
な
か
に
崖
あ
り
て
／
日
毎
に
土
の
く
づ
る
る
ご
と
し
」（『
一
握
の
砂
』
明
治
四
十
三
年
）
と
い
う
歌
が
あ
る
が
、「
頭
痛
」
と

い
う
俗
語
を
そ
の
ま
ま
歌
に
取
り
入
れ
た
の
は
、
や
は
り
利
玄
の
新
し
さ
で
あ
ろ
う
。「
紅
野
（1981

「
草
稿
」）」
の
も
と
も
と
の
草
稿
で
も

異
同
な
し
。

＊
170
・
コ
ス
モ
ス
の
花
群
が
り
て
は
つ
き
り
と
光
を
は
ぢママ
く
つ
め
た
き
日
ぐ
れ

【
初
出
】「
心
の
花
」
十
七
巻
一
号
（
大
正
二
年
一
月
）「
草
花
」

― ―209

（

）

七
四

北海学園大学人文論集 第56号(2014年３月)



・
コ
ス
モ
ス
の
花
群
が
り
て
は
つ
き
り
と
光
を
は
ぢママ
く
冷
き
日
ぐ
れ

通
釈

コ
ス
モ
ス
の
花
が
群
が
っ
て
は
っ
き
り
と
光
を
弾
く
、
つ
め
た
い
日
暮
れ
で
あ
る
。

山
田

コ
ス
モ
ス
の
歌
が
続
き
、
花
が
く
っ
き
り
と
鮮
や
か
な
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
描
か
れ
る
こ
と
も
前
の
歌
と
共
通
す
る
。「
光
を
は
ぢ

く
」
は
新
鮮
な
表
現
で
あ
る
。

田
中

「
は
ぢ
く
」
は
、
弾
く
意
味
で
あ
る
の
で
、「
は
じ
く
」
の
表
記
が
正
し
い
。『
銀
』
一
連
を
読
み
通
す
と
、
仮
名
遣
い
に
は
あ
ま

り
拘
泥
し
な
か
っ
た
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る
。

＊
171
・
青
き
靄
灯
と
も
し
頃
の
冷
え
〳
〵
と
す
こ
や
か
な
る
身
の
食
欲
そ
ヽ
る

【
初
出
】「
心
の
花
」
十
七
巻
一
号
（
大
正
二
年
一
月
）「
草
花
」

異
同
な
し

通
釈

青
い
靄
は
灯
が
と
も
る
頃
に
冷
え
冷
え
と
広
が
り
、
す
こ
や
か
な
こ
の
身
の
食
欲
を
そ
そ
る
。

山
田

夕
闇
と
な
り
ラ
ン
プ
が
灯
り
始
め
る
頃
に
青
い
靄
が
か
か
っ
て
冷
え
冷
え
と
す
る
。そ
れ
は
夕
食
時
の
合
図
で
も
あ
る
か
ら
食
欲

が
湧
い
て
き
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
冷
え
冷
え
と
し
た
風
景
に
健
康
で
食
欲
豊
か
な
我
が
身
を
対
比
す
る
と
こ
ろ
は
、
ユ
ー
モ
ア
を
意

識
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

田
中

川
田
（1935

）
で
、
101
、
108
、
167
歌
と
同
じ
く
こ
の
歌
も
四
四
調
の
一
首
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
第
四
句
「
す
こ
や
か
／
な

る
身
の
」
を
四
四
調
と
解
し
た
の
だ
ろ
う
が
、
形
容
動
詞
的
な
「
す
こ
や
か
な
る
」
を
「
す
こ
や
か
」
で
切
る
こ
と
に
は
若
干
問
題
が
あ
り

そ
う
だ
。

172
・
菊
切
れ
ば
葉
裏
に
ひ
そ
む
虫
の
あ
り
う
ご
き
も
や
ら
ぬ
こ
の
哀
れ
さ
よ

【
初
出
】「
心
の
花
」
十
七
巻
一
号
（
大
正
二
年
一
月
）「
草
花
」
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・
菊
切
れ
ば
葉
裏
に
ひ
そ
む
虫
の
あ
り
動
き
も
や
ら
ぬ
こ
の
哀
れ
さ
よ

通
釈

菊
を
切
っ
た
ら
葉
の
裏
に
潜
ん
で
い
る
虫
が
居
た
。
ろ
く
に
動
き
も
で
き
な
い
こ
の
哀
れ
さ
よ
。

山
田

葉
の
裏
に
潜
む
虫
と
い
う
小
さ
な
命
に
同
情
を
寄
せ
て
い
る
歌
。
小
さ
な
生
き
物
に
興
味
を
持
つ
傾
向
が
利
玄
に
は
み
ら
れ
る
。

田
中

80
「
黒
き
虻
白
き
八
つ
手
の
花
に
居
て
何
か
な
せ
る
を
臥
し
つ
ヽ
見
や
る
」
も
あ
っ
た
が
、
花
び
ら
や
葉
の
裏
に
ひ
そ
む
虫
の
よ

う
な
小
さ
な
存
在
を
歌
に
す
る
、
利
玄
独
特
の
ま
な
ざ
し
が
あ
る
。

＊
173
・
森
の
鳥
わ
が
か
な
し
み
に
針
さ
し
て
鳴
く
声
い
た
し
山
を
あ
ゆ
め
ば

【
初
出
】「
心
の
花
」
十
七
巻
一
号
（
大
正
二
年
一
月
）「
草
花
」

・
森
の
鳥
わ
が
悲
み
に
針
さ
し
て
鳴
く
声
い
た
し
山
を
あ
ゆ
め
ば

通
釈

森
の
鳥
が
私
の
か
な
し
み
に
針
を
さ
す
よ
う
に
鳴
い
て
い
る
声
が
痛
々
し
い
。
山
を
歩
い
て
い
る
と
。

山
田

山
歩
き
を
し
て
い
る
と
き
に
聞
こ
え
て
き
た
森
の
鳥
の
鳴
き
声
が
、お
そ
ら
く
は
細
く
鋭
い
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。そ
れ
を「
わ

が
か
な
し
み
に
針
さ
し
て
」
と
隠
喩
を
用
い
て
表
現
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
技
巧
が
あ
る
。

田
中

こ
の
「
わ
が
か
な
し
み
」
の
歌
が
、
次
章
の
、
初
子
を
失
っ
た
悲
痛
の
一
連
の
前
に
置
か
れ
た
こ
と
で
、
よ
り
深
い
「
か
な
し
み
」

を
引
き
出
し
て
い
る
。
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「
利
公
の
為
め
に
」

＊
174
・
あ
す
な
ろ
の
高
き
梢
を
風
わ
た
る
わ
れ
は
涙
の
目
を
し
ば
た
ヽ
く

【
初
出
】「
白
樺
」
四
巻
八
号
（
大
正
二
年
八
月
）「
利
公
の
為
め
に
」

・
あ
す
な
ろ
の
高
き
梢
を
風
渡
る
わ
れ
は
涙
の
目
を
し
ば
た
ヽ
く

通
釈

あ
す
な
ろ
の
木
の
高
い
梢
を
風
が
わ
た
っ
て
ゆ
く
。
私
は
涙
ぐ
む
目
を
し
ば
た
た
く
。

山
田

こ
こ
か
ら
は
愛
児
利
公
が
亡
く
な
っ
た
と
き
の
歌
と
な
る
。
あ
す
な
ろ
は
高
く
伸
び
る
木
で
あ
り
、
ヒ
ノ
キ
に
似
て
い
る
こ
と
か

ら
「
明
日
（
ヒ
ノ
キ
に
）
な
ろ
う
」
と
願
う
木
で
あ
る
と
い
う
俗
説
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
大
き
く
成
長
す
る
も
の
の
象
徴
で
あ
り
、
そ
れ
が

叶
わ
な
か
っ
た
愛
児
と
の
対
比
と
な
っ
て
い
る
。

田
中

こ
の
歌
の
鑑
賞
は
、
日
笠
祐
二
「
木
下
利
玄
」（
吉
田
精
一
、
本
林
勝
夫
、
岩
城
之
徳
編
『
現
代
短
歌
評
釈
』
学
燈
社
、
一
九
六

六
年

所
収
）
に
詳
し
い
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
当
時
の
木
下
家
本
邸
は
、
東
京
の
淀
橋
町
（
現
、
新
宿
区
）
に
あ
り
、「
栗
拾
い
も
で
き
る
ほ

ど
広
い
庭
を
構
え
て
い
た
」。
そ
の
庭
に
、「
あ
す
な
ろ
」
の
高
木
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
鑑
賞
文
に
は
、
利
玄
に
は
子
ど
も
の
歌
が
多
い
が

『銀』献辞

「利公の為めに」冒頭三首
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い
ず
れ
も
「
他
人
の
子
供
」
で
あ
り
、
自
身
の
生
き
て
い
る
子
ど
も
の
歌
は
「
雑
誌
に
は
発
表
し
て
い
る
が
歌
集
に
は
一
首
も
な
い
」
と
も

あ
る
。
利
公
の
夭
折
に
よ
る
精
神
的
な
傷
痕
の
大
き
さ
を
お
の
ず
と
語
っ
て
い
よ
う
。

＊
175
・
愛
ら
し
き
眼
を
見
は
り
つ
ヽ
息
づ
け
る
苦
し
き
様
を
見
る
に
堪
へ
か
ね

【
初
出
】「
白
樺
」
四
巻
八
号
（
大
正
二
年
八
月
）「
利
公
の
為
め
に
」

・
愛
ら
し
き
眼
を
見
は
り
つ
ヽ
息
づ
け
る
苦
し
き
様
を
見
る
に
堪
へ
か
ぬ

通
釈

愛
ら
し
い
目
を
見
開
い
て
息
づ
い
て
い
る
、
苦
し
そ
う
な
姿
を
見
る
に
耐
え
か
ね
た
。

山
田

利
公
は
未
熟
児
だ
っ
た
ら
し
く
、
出
生
の
と
き
よ
り
弱
々
し
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
必
死
に
生
き
抜
こ
う
と
目
を
見
開

い
て
息
を
し
て
い
る
様
子
の
痛
々
し
さ
は
、
見
る
に
見
か
ね
る
も
の
だ
っ
た
よ
う
だ
。

田
中

初
出
で
は
、
六
頁
に
わ
た
っ
て
利
公
の
誕
生
と
死
に
至
っ
た
経
過
が
文
章
で
綴
ら
れ
て
い
た
。
前
年
大
正
元
年
の「
八
月
六
日
の

午
前
零
時
半
」
に
生
ま
れ
た
が
、
月
足
ら
ず
で
あ
り
、
体
重
が
「
四
百
六
十
五
匁
し
か
な
か
つ
た
」。
一
七
〇
〇
グ
ラ
ム
余
の
小
さ
な
新
生
児

で
あ
り
、
ま
ず
は「
乳
が
す
む
と
可
憐
な
呼
吸
を
し
な
が
ら
、
パ
チ
〳
〵
眼
を
あ
け
て
自
分
を
見
上
げ
た
り
し
た
」。
だ
が
、
次
第
に
衰
弱
し
、

そ
れ
で
も
眼
は
見
ひ
ら
い
て
い
た
。「
死
ぬ
と
極
つ
た
赤
児
が
、
パ
チ
〳
〵
見
ひ
ら
い
て
、
自
分
を
見
上
げ
る
眼
と
自
分
の
眼
と
逢
ふ
時
は
、

可
哀
想
で
た
ま
ら
な
か
つ
た
」。
ま
さ
に
そ
の
心
境
の
歌
で
あ
る
。

＊
176
・
人
皆
に
見
捨
て
ら
れ
た
る
床
の
上
に
わ
が
を
さ
な
児
が
眼
を
ひ
ら
き
ゐ
る

【
初
出
】「
白
樺
」
四
巻
八
号
（
大
正
二
年
八
月
）「
利
公
の
為
め
に
」

異
同
な
し

通
釈

人
み
な
に
見
捨
て
ら
れ
た
よ
う
な
状
態
で
置
か
れ
た
床
の
上
に
わ
が
幼
い
子
供
が
目
を
開
い
て
い
る
。

山
田

床
の
上
に
横
た
わ
っ
て
い
る
自
分
の
赤
子
を
、「
人
皆
に
見
捨
て
ら
れ
た
る
」と
感
じ
た
の
だ
ろ
う
。
被
害
妄
想
気
味
で
あ
る
が
、
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我
が
子
を
助
け
て
や
り
た
い
と
願
う
自
分
の
苦
し
み
を
誰
も
理
解
し
て
く
れ
な
い
と
い
う
強
い
悲
し
み
が
こ
う
い
う
表
現
に
さ
せ
た
の
だ
。

田
中

川
田
（1957

）
に
、
こ
の
歌
の
鑑
賞
文
が
あ
る
。「
初
句
『
人
皆
』
と
あ
る
が
、
両
親
は
も
ち
ろ
ん
除
外
さ
れ
て
い
る
。
利
公
は
？

何
も
知
ら
ぬ
赤
ン
坊
、
生
も
死
も
な
い
。
け
れ
ど
も
『
眼
を
ひ
ら
き
ゐ
る
』
生
き
て
い
る
の
だ
。
無
心
な
る
が
故
に
、
両
親
は
一
層
耐
え
ら

れ
な
い
」（
四
四
頁
）。

＊
177
・
人
目
な
き
処
に
妻
と
か
く
れ
つ
ヽ
泣
き
く
づ
れ
な
ば
や
す
か
ら
ま
し
を

【
初
出
】「
白
樺
」
四
巻
八
号
（
大
正
二
年
八
月
）「
利
公
の
為
め
に
」

・
人
目
な
き
処
に
妻
と
か
く
れ
つ
ヽ
泣
き
く
ず
れ
な
ば
や
す
か
ら
ま
し
を

通
釈

人
目
の
な
い
と
こ
ろ
で
妻
と
隠
れ
な
が
ら
泣
き
崩
れ
る
こ
と
が
で
き
た
な
ら
、
少
し
は
心
が
な
ぐ
さ
め
ら
れ
た
だ
ろ
う
に
な
あ
。

山
田

人
目
の
届
か
な
い
と
こ
ろ
に
行
っ
て
、妻
と
二
人
愛
児
の
死
を
悲
し
み
泣
き
崩
れ
る
こ
と
が
で
き
た
の
な
ら
慰
め
ら
れ
た
の
だ
ろ

う
と
い
う
反
実
仮
想
。
そ
う
い
う
姿
を
外
に
さ
ら
す
こ
と
が
で
き
な
い
社
会
へ
の
悲
し
み
も
あ
る
よ
う
に
思
う
。

田
中

八
月
十
日
に
死
去
。
産
後
す
ぐ
の
妻
に
伝
え
る
こ
と
が
憚
ら
れ
、
十
一
日
の
夕
方
に
な
っ
て
か
ら
死
を
伝
え
た
と
い
う
。
葬
儀
は

翌
十
二
日
。
あ
ま
り
に
急
な
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
で
あ
り
、
夫
婦
で
涙
に
暮
れ
る
時
間
す
ら
持
て
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

＊
178
・
夏
の
中うち
に
ひ
そ
め
る
秋
を
感
じ
つ
ヽ
涙
ぞ
い
づ
る
子
の
死
に
し
後のち

【
初
出
】「
白
樺
」
四
巻
八
号
（
大
正
二
年
八
月
）「
利
公
の
為
め
に
」

・
夏
の
中
に
ひ
そ
め
る
秋
を
感
じ
つ
ヽ
涙
ぞ
い
づ
る
子
の
死
に
し
後

通
釈

夏
の
な
か
に
潜
ん
で
い
る
秋
を
感
じ
な
が
ら
、
涙
が
出
て
く
る
。
子
供
の
死
ん
だ
後
は
。

山
田

夏
の
中
に
わ
ず
か
な
秋
の
気
配
を
感
じ
な
が
ら
、
夏
の
死
と
重
ね
る
よ
う
に
子
供
の
死
を
悲
し
ん
で
い
る
。
倒
置
を
用
い
て
悲
痛
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な
感
情
を
表
現
し
て
い
る
。

田
中

次
の
歌
と
重
な
る
内
容
で
は
あ
る
が
、
子
の
死
を
季
節
の
推
移
に
重
ね
、
哀
調
を
い
っ
そ
う
濃
く
し
て
い
る
。

179
・
程
も
な
く
秋
く
る
こ
と
の
わ
び
し
さ
と
面おも
や
つ
れ
せ
し
妻
し
の
び
泣
く

【
初
出
】「
白
樺
」
四
巻
八
号
（
大
正
二
年
八
月
）「
利
公
の
為
め
に
」

・
程
も
な
く
秋
く
る
こ
と
の
わ
び
し
さ
と
面
や
つ
れ
せ
し
妻
し
の
び
泣
く

通
釈

程
な
く
秋
が
来
る
こ
と
の
わ
び
し
さ
と
相
伴
う
よ
う
に
、
顔
が
す
っ
か
り
や
つ
れ
て
し
ま
っ
た
妻
が
し
の
び
泣
い
て
い
る
。

山
田

前
の
歌
と
同
様
、
季
節
の
移
り
変
わ
り
を
愛
児
を
喪
っ
た
悲
し
み
に
重
ね
て
い
る
。
出
産
と
死
が
続
い
て
や
つ
れ
て
し
ま
っ
た
妻

の
描
き
方
が
、
真
に
迫
っ
て
い
る
。

田
中

妻
も
、
死
を
知
ら
さ
れ
る
前
夜
、「
赤
児
の
臨
終
だ
ら
う
と
思
つ
て
わ
ざ
と
寝
な
か
つ
た
さ
う
だ
」
と
あ
る
。
眠
れ
ず
に
い
た
こ

と
で
も
「
面
や
つ
れ
」
し
、
か
つ
、
も
の
さ
び
し
い
季
節
が
近
付
い
て
く
る
こ
と
で
い
っ
そ
う
涙
が
わ
い
て
き
た
よ
う
だ
。

180
・
子
を
失
ふ
親
の
悲
み
そ
は
遠
き
こ
と
ヽ
思
ひ
し
を
今
日
わ
れ
に
来こ
し

【
初
出
】「
白
樺
」
四
巻
八
号
（
大
正
二
年
八
月
）「
利
公
の
為
め
に
」

・
子
を
失
ふ
親
の
悲
み
そ
は
遠
き
事
と
思も
ひ
し
を
今
日
わ
れ
に
来
し

通
釈

子
を
失
う
親
の
悲
し
み
、
そ
れ
は
遠
い
こ
と
と
思
っ
て
い
た
の
に
、
今
日
私
の
も
と
に
来
た
。

山
田

自
分
に
は
関
係
な
い
と
思
っ
て
い
た
子
を
喪
う
悲
し
み
が
、
自
分
に
や
っ
て
来
て
し
ま
っ
た
。
時
間
が
た
っ
て
あ
る
程
度
冷
静
に

な
っ
て
か
ら
の
歌
だ
ろ
う
。「
そ
は
遠
き
こ
と
ヽ
」
の
部
分
の
句
ま
た
が
り
が
、
心
情
の
変
化
と
重
な
っ
て
い
て
技
巧
的
で
あ
る
。

田
中

死
は
免
れ
な
い
と
悟
っ
た
こ
ろ
、
利
玄
は
「
他
所
で
は
人
目
が
あ
る
か
ら
、
便
所
に
行
つ
て
思
ふ
さ
ま
涙
を
流
し
た
」。
ま
さ
か
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そ
の
よ
う
な
涙
を
体
験
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
と
は
、
と
い
う
感
慨
を
、
一
年
を
経
て
よ
う
や
く
歌
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
ろ
う
。

181
・
待
ち
居
た
る
九
月
の
末
は
未
だ
来こ
ず
早
く
わ
が
子
は
死
に
て
世
に
な
し

【
初
出
】「
白
樺
」
四
巻
八
号
（
大
正
二
年
八
月
）「
利
公
の
為
め
に
」

・
待
ち
居
た
る
九
月
の
末
は
未
だ
こ
ず
早
く
わ
が
子
は
死
に
て
世
に
な
し

通
釈

待
っ
て
い
た
九
月
の
末
は
い
ま
だ
に
来
ず
、
我
が
子
は
も
う
死
ん
で
こ
の
世
に
い
な
い
。

山
田

亡
く
な
っ
た
利
公
は
未
熟
児
で
あ
り
、
本
来
は
九
月
末
に
生
ま
れ
る
予
定
だ
っ
た
。
そ
れ
が
予
定
よ
り
ず
っ
と
早
く
生
ま
れ
、
亡

く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
本
来
の
出
産
予
定
日
は
ま
だ
来
て
い
な
い
の
に
そ
の
子
供
は
す
で
に
こ
の
世
に
い
な
い
と
い
う
、
矛
盾
へ
の
悲
し
み

に
満
ち
溢
れ
て
い
る
。

田
中

早
産
に
よ
る
思
い
も
寄
ら
ぬ
不
幸
。
現
代
に
も
通
ず
る
普
遍
性
が
あ
り
、
そ
れ
だ
け
に
、
絶
唱
で
も
あ
る
。

＊
182
・
脇
差
の
す
こ
し
ぬ
き
た
る
刃
の
上
に
蓮れん
華げ
ぞ
う
つ
る
凶
事
あ
り
し
室へや

【
初
出
】「
白
樺
」
四
巻
八
号
（
大
正
二
年
八
月
）「
利
公
の
為
め
に
」

異
同
な
し

通
釈

脇
差
の
刀
の
少
し
抜
い
て
あ
る
刃
の
上
に
蓮
の
花
が
映
っ
て
い
る
、
凶
事
の
あ
っ
た
部
屋
に
。

山
田

遺
体
の
上
に
刀
を
置
い
て
故
人
を
守
る
魔
除
け
と
す
る
と
い
う
葬
儀
の
風
習
が
あ
る
。
守
り
刀
と
呼
ば
れ
、
武
家
社
会
の
風
習
で

あ
る
。
刃
の
上
に
映
る
蓮
華
は
、
仏
花
だ
ろ
う
。
冷
た
い
刀
と
鮮
や
か
な
花
と
の
対
比
が
、「
凶
事
」す
な
わ
ち
我
が
子
の
死
と
い
う
体
験
と

重
な
っ
て
い
る
。

田
中

菱
川
（1973

）
に
よ
る
と
、「
脇
差
」
は
魔
除
け
の
た
め
に
死
体
の
上
に
置
い
た
も
の
と
い
う
。
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＊
183
・
お
と
な
し
き
死しに
顔がほ
を
見
れ
ば
可
愛
さ
に
口
き
か
ず
と
も
傍そば
に
置
き
た
や

【
初
出
】「
白
樺
」
四
巻
八
号
（
大
正
二
年
八
月
）「
利
公
の
為
め
に
」

・
お
と
な
し
き
死
顔
を
見
れ
ば
可
愛
さ
に
口
き
か
ず
と
も
傍
に
置
き
た
や

通
釈

お
と
な
し
い
死
に
顔
を
見
れ
ば
、
あ
ま
り
の
可
愛
さ
に
た
と
え
口
を
き
か
な
い
と
し
て
も
傍
に
置
い
て
お
き
た
い
。

山
田

我
が
子
の
死
に
顔
は
安
ら
か
で
可
愛
ら
し
い
も
の
で
あ
り
、た
と
え
口
を
き
か
な
い
で
も
い
い
か
ら
傍
に
置
い
て
お
き
た
い
と
ま

で
強
く
思
っ
た
。
強
烈
な
思
い
に
満
ち
て
い
る
歌
で
あ
る
。

田
中

「
十
一
日
の
晩
安
ら
か
な
死
顔
を
見
て
る
と
可
愛
ら
し
く
て
、
そ
の
儘
家
に
置
い
と
き
た
い
や
う
に
思
つ
た
」
と
も
綴
ら
れ
て
い

る
。

＊
184
・
顔
の
う
ぶ
毛
腕
の
う
ぶ
毛
の
可
愛
さ
よ
い
く
日
の
後のち
も
眼
に
残
る
べ
く

【
初
出
】「
白
樺
」
四
巻
八
号
（
大
正
二
年
八
月
）「
利
公
の
為
め
に
」

・
顔
の
う
ぶ
毛
腕
の
う
ぶ
毛
の
可
愛
さ
よ
い
く
日
の
後
も
眼
に
残
る
可
く

通
釈

顔
の
産
毛
、
腕
の
産
毛
の
可
愛
さ
よ
。
何
日
も
後
に
も
き
っ
と
眼
に
残
る
こ
と
だ
ろ
う
。

山
田

「
べ
く
」
は
「
推
量
」
の
意
と
と
っ
た
。
前
の
歌
に
引
き
続
き
、
ま
だ
死
ん
だ
と
は
思
え
な
い
我
が
子
の
遺
体
を
見
て
悲
し
む
歌

で
あ
る
。

田
中

初
出
で
は
、
こ
の
歌
の
前
に
「
目
の
よ
き
を
髪
の
黒
き
を
人
ほ
む
る
そ
の
度
毎
に
湧
く
涙
か
な
」
が
あ
っ
た
が
、
歌
集
未
収
録
で

あ
る
。
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＊
185
・
や
は
ら
か
く
を
さ
な
き
も
の
ヽ
お
ご
そ
か
に
眼まなこつ
ぶ
り
て
我
よ
り
遠
し

【
初
出
】「
白
樺
」
四
巻
八
号
（
大
正
二
年
八
月
）「
利
公
の
為
め
に
」

・
柔
か
く
を
さ
な
き
も
の
ヽ
お
ご
そ
か
に
眼まなこつ
ぶ
り
て
我
よ
り
遠
し

通
釈

柔
ら
か
く
て
幼
い
も
の
が
お
ご
そ
か
に
眼
を
つ
ぶ
っ
て
、
生
き
て
い
る
私
か
ら
遠
い
場
所
へ
と
行
っ
て
し
ま
う
。

山
田

「
や
は
ら
か
く
を
さ
な
き
も
の
」
は
赤
子
の
こ
と
。
見
開
い
て
い
た
目
も
つ
い
て
つ
ぶ
っ
て
し
ま
っ
た
と
き
に
、
も
う
手
の
届
か

ら
な
い
遠
い
場
所
へ
行
こ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
た
の
だ
ろ
う
。

田
中

生
前
パ
チ
パ
チ
と
見
開
い
て
い
た
「
眼
」
を
つ
ぶ
っ
た
と
き
に
、
死
の
厳
粛
さ
が
、
よ
り
濃
厚
と
な
っ
た
。

＊
186
・
う
け
口
の
く
ち
び
る
の
色
変
れ
る
に
水
を
そ
ヽ
ぎ
て
見
つ
め
見
つ
む
る

【
初
出
】「
白
樺
」
四
巻
八
号
（
大
正
二
年
八
月
）「
利
公
の
為
め
に
」

・
う
け
口
の
唇
の
色
変
れ
る
に
水
を
そ
ヽ
ぎ
て
見
つ
め
見
つ
む
る

通
釈

う
け
口
の
く
ち
び
る
の
色
が
変
わ
っ
て
い
く
と
こ
ろ
に
水
を
注
い
で
、
ひ
た
す
ら
に
見
つ
め
続
け
る
。

山
田

く
ち
び
る
の
色
が
変
わ
っ
て
死
ぬ
間
際
ま
で
必
死
で
水
分
を
与
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
最
後
の
最
後
ま
で
復
活
を
信

じ
、
見
つ
め
続
け
て
い
た
。「
見
つ
め
見
つ
む
る
」
に
逼
迫
感
が
満
ち
て
い
る
。

田
中

生
ま
れ
た
当
初
、「
山
羊
の
乳
に
水
を
わ
つ
て
、
ガ
ー
ゼ
で
乳
首
を
拵
へ
て
、
そ
れ
に
浸
し
て
飲
ま
せ
た
」
と
あ
る
。
そ
の
口
は

や
や
「
う
け
口
」
で
、
し
か
し
、
し
っ
か
り
と
唇
を
動
か
し
て
水
分
を
吸
収
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

＊
187
・
汝
が
母
は
看
護
み
と
り
も
せ
ず
に
別
れ
た
り
母
も
子
供
も
か
な
し
か
る
ら
む

【
初
出
】「
白
樺
」
四
巻
八
号
（
大
正
二
年
八
月
）「
利
公
の
為
め
に
」

異
同
な
し
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通
釈

お
ま
え
の
母
は
最
期
を
見
と
る
こ
と
も
な
く
別
れ
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
母
も
子
供
も
悲
し
か
ろ
う
に
。

山
田

利
玄
の
妻
は
身
体
に
さ
わ
ら
な
い
よ
う
に
と
い
う
周
囲
の
す
す
め
に
よ
り
、
我
が
子
の
死
に
顔
を
見
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
亡
き

子
供
に
語
り
か
け
る
よ
う
な
口
調
で
妻
の
こ
と
を
い
た
わ
っ
て
い
る
。
同
時
に
、
周
囲
の
無
理
解
を
責
め
る
気
持
ち
も
多
少
は
あ
っ
た
の
だ

ろ
う
。田

中

妻
は
利
公
の
）「
死
顔
が
見
度
い
と
云
つ
た
が
、
神
経
を
刺
激
し
て
身
体
に
さ
は
つ
て
は
い
け
な
い
と
云
ふ
皆
の
考
で
、
見
せ
ず

に
了
つ
た
」
と
あ
り
、
妻
は
つ
い
に
我
が
子
の
死
に
顔
を
見
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。

188
・
人
々
を
力
な
き
目
に
見
ま
は
せ
し
汝
が
い
ぢ
ら
し
さ
忘
れ
か
ね
つ
も

【
初
出
】「
白
樺
」
四
巻
八
号
（
大
正
二
年
八
月
）「
利
公
の
為
め
に
」

・
人
々
を
力
な
き
目
に
見
廻
せ
し
汝
が
い
ぢ
ら
し
さ
忘
れ
か
ね
つ
も

通
釈

人
々
を
力
の
な
い
目
で
見
回
し
て
い
た
お
ま
え
の
い
じ
ら
し
さ
を
忘
れ
ら
れ
な
い
。

山
田

見
開
い
た
目
や
水
分
を
と
ろ
う
と
す
る
く
ち
び
る
と
同
様
に
、「
力
な
き
目
」
で
あ
っ
て
も
利
公
は
間
違
い
な
く
生
き
て
い
た
の

だ
と
い
う
思
い
を
訴
え
て
い
る
。

田
中

175
・
176
・
185
と
、
利
公
の
「
眼
」
が
印
象
深
く
詠
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
は
「
目
」
の
字
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
原
文
の
マ
マ
で

あ
る
。

189
・
汽
車
の
笛
遠
く
ひ
ヾ
き
て
夜
は
ふ
け
ぬ
我
が
子
の
傍そば
に
通
夜
し
て
居
れ
ば

【
初
出
】「
白
樺
」
四
巻
八
号
（
大
正
二
年
八
月
）「
利
公
の
為
め
に
」

・
汽
車
の
笛
遠
く
ひ
ヾ
き
て
夜
は
ふ
け
ぬ
我
が
子
の
傍
に
通
夜
し
て
居
れ
ば
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通
釈

汽
車
の
笛
が
遠
く
響
い
て
夜
は
更
け
て
ゆ
く
。
我
が
子
の
傍
で
夜
通
し
付
き
添
っ
て
祈
っ
て
い
れ
ば
。

山
田

遠
く
か
ら
聞
こ
え
る
音
を
、
利
玄
は
幻
の
よ
う
な
郷
愁
を
感
じ
る
も
の
と
し
て
描
く
。
我
が
子
の
死
と
い
う
重
す
ぎ
る
現
実
の
前

に
、
遠
い
汽
笛
が
別
世
界
の
よ
う
に
し
て
過
ぎ
去
っ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
我
が
子
の
魂
が
こ
の
世
を
去
っ
て
ゆ
く
イ
メ
ー
ジ
と
重

な
っ
て
い
る
。

田
中

こ
れ
は
一
年
が
経
っ
て
、
よ
う
や
く
客
観
的
に
描
写
が
可
能
に
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
映
像
を
見
て
い
る
よ
う
な
上
の
句
で
も

あ
る
。

＊
190
・
い
と
し
子
の
つ
め
た
き
か
ら
だ
抱
き
あ
げ
棺
に
う
つ
す
と
頰
ず
り
を
す
る

【
初
出
】「
白
樺
」
四
巻
八
号
（
大
正
二
年
八
月
）「
利
公
の
為
め
に
」

・
い
と
し
子
の
冷
き
か
ら
だ
抱
き
上
げ
棺
に
う
つ
す
と
頰
ず
り
を
す
る

通
釈

愛
し
い
子
の
冷
た
い
か
ら
だ
を
抱
き
上
げ
て
、
棺
に
う
つ
す
と
き
頰
ず
り
を
す
る
。

山
田

亡
く
な
っ
た
我
が
子
を
抱
き
上
げ
る
最
後
の
機
会
が
、
棺
に
う
つ
す
と
き
だ
っ
た
。
そ
の
と
き
あ
ま
り
に
愛
し
い
気
持
ち
か
ら
頰

ず
り
を
し
て
し
ま
っ
た
。
人
目
を
気
に
し
て
い
る
思
い
す
ら
も
う
な
く
な
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

田
中

163
「
女
の
子
頰
ず
り
し
た
し
」
も
思
わ
れ
る
が
、
何
よ
り
子
ど
も
を
手
放
し
た
く
な
い
気
持
ち
が
、
頰
を
寄
せ
る
と
い
う
直
接
の

行
為
に
表
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。

＊
191
・
友
禅
の
を
ん
な
の
ご
と
き
小
袖
着
て
嬰えい
児じ
は
瓶
の
底
に
し
づ
み
ぬ

【
初
出
】「
白
樺
」
四
巻
八
号
（
大
正
二
年
八
月
）「
利
公
の
為
め
に
」

・
友
禅
の
女
の
如
き
小
袖
着
て
嬰
児
は
瓶
の
底
に
し
づ
み
ぬ
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通
釈

友
禅
染
の
、
女
物
の
よ
う
な
小
袖
を
着
て
、
嬰
児
は
瓶
の
底
に
沈
ん
だ
。

山
田

棺
に
入
れ
て
火
葬
に
す
る
と
き
の
亡
く
な
っ
た
我
が
子
の
服
装
が
、
女
子
向
け
の
よ
う
な
華
や
か
な
友
禅
染
だ
っ
た
。
一
般
に
棺

に
瓶
は
入
れ
な
い
の
で
、「
瓶
の
底
に
し
づ
み
ぬ
」は
骨
瓶
の
中
に
入
る
こ
と
を
示
す
隠
喩
で
あ
ろ
う
。
ま
た
海
の
底
に
沈
む
イ
メ
ー
ジ
も
重

ね
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

田
中

菱
川
（1973

）
に
よ
る
と
、
友
禅
染
は
「
多
彩
華
麗
な
絵
模
様
に
特
色
の
あ
る
染
織
」
と
の
こ
と
。
華
や
か
で
、
女
子
向
け
の
印

象
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
を
着
せ
て
瓶
の
底
に
沈
ま
せ
た
の
だ
ろ
う
。
華
や
か
さ
が
か
え
っ
て
か
な
し
み
を
際
立
た
せ
る
。

＊
192
・
父
母
の
涙
ぬ
ぐ
ひ
し
ハ
ン
ケ
チ
を
顔
に
あ
て
や
り
棺ひつぎに
を
さ
む

【
初
出
】「
白
樺
」
四
巻
八
号
（
大
正
二
年
八
月
）「
利
公
の
為
め
に
」

・
父
母
の
涙
ぬ
ぐ
ひ
し
ハ
ン
ケ
チ
を
顔
に
あ
て
や
り
棺ひつぎに
納
む

通
釈

父
母
の
涙
を
ぬ
ぐ
っ
た
ハ
ン
カ
チ
を
、
亡
き
子
の
顔
に
あ
て
て
や
り
棺
に
お
さ
め
た
。

山
田

実
際
に
葬
儀
の
場
で
と
っ
た
行
動
そ
の
ま
ま
の
描
写
で
あ
る
が
、父
母
を
我
が
子
が
と
も
に
使
う
こ
と
が
で
き
た
唯
一
の
も
の
が

涙
を
拭
っ
た
ハ
ン
カ
チ
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
が
悲
し
み
を
帯
び
る
。

田
中

「
父
母
の
涙
を
ふ
い
た
ハ
ン
ケ
チ
は
頰
の
処
へ
あ
て
ヽ
や
つ
た
」
と
あ
り
、
そ
の
描
写
の
ま
ま
の
一
首
で
あ
る
。

193
・
小
さ
な
る
笠
よ
草
履
よ
は
た
杖
よ
汝
が
旅
姿
ゑ
が
く
に
た
へ
ず

【
初
出
】「
白
樺
」
四
巻
八
号
（
大
正
二
年
八
月
）「
利
公
の
為
め
に
」

異
同
な
し

通
釈

小
さ
な
笠
よ
草
履
よ
、
は
た
ま
た
杖
よ
。
お
ま
え
の
旅
姿
を
描
写
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
ほ
ど
に
悲
し
い
。

山
田

い
わ
ゆ
る
死
に
装
束
の
こ
と
を
「
旅
姿
」
に
た
と
え
て
い
る
。
宗
派
に
よ
っ
て
は
こ
の
よ
う
に
、
笠
や
草
履
を
つ
け
て
善
光
寺
な
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ど
に
巡
礼
す
る
こ
と
を
想
定
し
た
服
装
に
さ
せ
る
ら
し
い
。
そ
し
て
あ
ま
り
に
つ
ら
く
て
そ
の
姿
を
描
写
す
る
こ
と
に
さ
え
た
え
ら
れ
な
い

と
い
う
気
持
ち
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

田
中

彼
岸
へ
の
手
続
き
と
し
て
の
「
旅
姿
」。
だ
が
、
一
七
〇
〇
グ
ラ
ム
余
と
い
う
あ
ま
り
の
小
さ
さ
が
、
さ
ら
に
涙
を
誘
う
の
だ
っ

た
。

＊
194
・
人
形
を
相
手
と
な
し
て
な
泣
き
そ
雨
そ
ぼ
ふ
り
て
寂
し
き
夜
も

【
初
出
】「
白
樺
」
四
巻
八
号
（
大
正
二
年
八
月
）「
利
公
の
為
め
に
」

・
人
形
を
相
手
と
な
し
て
な
泣
き
そ
雨
そ
ぼ
ふ
り
て
淋
し
き
夜
も

通
釈

人
形
を
話
し
相
手
と
し
て
、
泣
く
な
よ
、
雨
が
そ
ぼ
降
っ
て
寂
し
い
夜
も
。

山
田

亡
き
子
に
対
し
て
呼
び
か
け
て
い
る
歌
。「
な
泣
き
そ
」
は
万
葉
調
の
字
足
ら
ず
の
フ
レ
ー
ズ
で
あ
る
。
棺
に
人
形
を
入
れ
て
お

き
、
こ
れ
を
話
し
相
手
と
思
っ
て
送
る
か
ら
寂
し
が
る
な
よ
と
呼
び
か
け
て
い
る
。

田
中

棺
に
は
、「
人
形
や
歌
を
か
い
た
紙
を
入
れ
て
や
つ
た
」
と
あ
り
、
そ
れ
ら
を
彼
岸
で
の
な
ぐ
さ
め
と
し
た
の
だ
っ
た
。

195
・
安
ら
か
に
あ
れ
か
し
今
は
わ
が
力
及
ば
ね
ば
た
ヾ
そ
れ
の
み
を
こ
そ

【
初
出
】「
白
樺
」
四
巻
八
号
（
大
正
二
年
八
月
）「
利
公
の
為
め
に
」

異
同
な
し

通
釈

安
ら
か
に
あ
れ
。
今
は
私
の
力
が
及
ば
な
か
っ
た
、
た
だ
そ
れ
だ
け
の
こ
と
だ
。

山
田

前
に
続
い
て
亡
き
子
へ
と
呼
び
か
け
て
い
る
歌
で
、「
安
ら
か
に
あ
れ
か
し
」
と
強
く
祈
っ
て
い
る
。
あ
る
程
度
気
持
ち
の
整
理

が
つ
い
て
い
た
の
か
、
誰
も
責
め
ず
に
諦
念
の
境
地
に
入
っ
て
い
る
。

田
中

「
安
ら
か
に
あ
れ
か
し
」
と
い
う
願
い
は
、
客
観
的
に
、「
白
樺
」
三
巻
九
号
（
大
正
元
年
九
月
）
の
「
編
輯
室
に
て
」
に
も
描
写
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さ
れ
て
い
る
。
筆
者
（＝

小
生
）
の
署
名
は
「
ゴ
ロ
ツ
キ
」。「
お
葬
式
の
あ
る
日
の
朝
小
生
が
お
寺
を
聞
く
つ
も
り
で
電
話
を
か
け
た
ら
木

下
自
身
が
電
話
口
へ
出
た
。
そ
の
時
は
葬
式
が
出
た
あ
と
で
『
子
供
の
葬
式
に
昔
か
ら
親
は
送
ら
な
い
も
の
だ
さ
う
だ
か
ら
、
そ
れ
に
母
親

が
淋
し
が
る
か
ら
ね
』
と
云
つ
て
木
下
は
家
に
残
つ
て
居
た
」。
家
に
残
り
、
た
だ
た
だ
安
ら
か
な
旅
路
を
祈
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

196
・
木
の
繁
る
上
野
の
奥
の
土
し
め
る
谷
中
の
墓
地
に
わ
が
子
葬
る

【
初
出
】「
白
樺
」
四
巻
八
号
（
大
正
二
年
八
月
）「
利
公
の
為
め
に
」

異
同
な
し

通
釈

木
の
繁
る
上
野
の
奥
の
、
土
の
湿
る
谷
中
の
墓
地
に
我
が
子
を
葬
る
。

山
田

上
野
の
谷
中
霊
園
に
我
が
子
を
葬
っ
た
際
の
歌
。「
木
の
繁
る
上
野
」「
土
し
め
る
谷
中
」と
い
う
対
句
を
用
い
て
、
谷
中
の
風
景

が
土
俗
的
に
地
に
感
じ
ら
れ
る
よ
う
な
効
果
が
出
て
い
る
。

田
中

「
あ
の
上
野
の
奥
の
、
地
面
の
し
め
つ
た
谷
中
の
土
の
底
へ
葬
つ
た
」
と
あ
る
。
上
野
の
谷
中
霊
園
で
あ
る
。
望
月
謙
二
「
木
下

利
玄
｜

傷
心
の
旅
｜

」（
京
都
女
子
大
学
宗
教
・
文
化
研
究
所
「
研
究
紀
要
」
第
十
五
号

二
〇
〇
二
年
二
月
）
に
よ
る
と
、
現
在
は
、

鎌
倉
報
国
寺
の
木
下
家
の
墓
に
改
装
合
祀
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。

＊
197
・
墓
地
の
杉

は
な
け
ど
も
い
と
し
子
は
姿
も
見
え
ず
土
に
入
り
つ
ヽ

【
初
出
】「
白
樺
」
四
巻
八
号
（
大
正
二
年
八
月
）「
利
公
の
為
め
に
」

異
同
な
し

通
釈

墓
地
の
杉
に

は
啼
い
て
も
愛
し
い
子
は
姿
も
見
え
ず
、
土
に
入
っ
て
ゆ
く
。

山
田

夏
で
あ
っ
た
た
め
、
谷
中
霊
園
の
杉
に

が
い
て
た
く
さ
ん
鳴
い
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
我
が
子
と
一
緒
に

と
り
を
す
る
未
来
も

あ
っ
た
だ
ろ
う
が
そ
れ
は
叶
わ
ず
、
姿
も
見
え
な
い
ま
ま
土
に
入
っ
て
ゆ
く
と
い
う
悲
し
み
を
詠
ん
で
い
る
。

の
一
生
の
は
か
な
さ
と
重

ね
て
い
る
部
分
も
あ
る
だ
ろ
う
。
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田
中

「
子
を
失
ふ
悲
は
悲
し
い
も
の
だ
と
思
っ
た
」「
そ
の
後
は
ボ
ン
ヤ
リ
し
て
生
れ
た
り
死
ん
だ
り
し
て
騒
い
だ
の
が
夢
の
や
う
に
思

は
れ
て
、
可
笑
し
い
や
う
な
変
な
気
が
し
た
」「
し
か
し
全
然
忘
れ
ら
れ
は
し
な
い
。
又
忘
れ
て
や
り
た
く
な
い
」と
い
う
言
葉
の
通
り
の
歌

で
あ
る
。

198
・
寺
の
門
敷
石
の
上
に
さ
く
ら
木ぎ
の
黄
な
る
葉
散
れ
り
晩
夏
の
日ひ
照でり

【
初
出
】「
白
樺
」
四
巻
八
号
（
大
正
二
年
八
月
）「
利
公
の
為
め
に
」

・
寺
の
門
敷
石
の
上
に
桜
木
の
黄
な
る
葉
散
れ
り
晩
夏
の
日
照

通
釈

寺
の
門
の
敷
石
の
上
に
桜
の
木
の
黄
色
い
葉
が
散
っ
た
、
晩
夏
の
日
照
り
。

山
田

こ
の
寺
は
当
時
谷
中
霊
園
に
隣
接
し
て
い
た
天
台
宗
天
王
寺
と
思
わ
れ
る
。黄
色
く
な
り
は
じ
め
た
桜
の
木
の
葉
が
散
っ
た
と
こ

ろ
に
晩
夏
の
日
照
り
が
さ
し
、
夏
の
終
わ
り
を
予
感
さ
せ
る
。
こ
の
散
っ
た
葉
は
亡
く
な
っ
た
我
が
子
の
命
の
象
徴
で
あ
り
、
季
節
の
終
わ

り
の
予
感
は
新
し
い
日
々
が
始
ま
る
こ
と
の
予
感
で
も
あ
る
。

田
中

写
実
的
な
切
り
口
で
、「
散
」
る
葉
が
、
散
っ
た
命
を
屹
立
さ
せ
て
い
る
。

199
・
子
の
生
れ
子
の
死
に
行
き
し
夏
す
ぎ
て
世
は
秋
と
な
り
物
の
音
す
む

【
初
出
】「
白
樺
」
四
巻
八
号
（
大
正
二
年
八
月
）「
利
公
の
為
め
に
」

異
同
な
し

通
釈

子
が
生
ま
れ
子
が
死
ん
で
い
っ
た
夏
は
す
ぎ
て
、
世
間
は
秋
と
な
り
物
音
が
澄
む
。

山
田

利
玄
に
と
っ
て
夏
は
子
が
生
ま
れ
て
死
ん
で
い
っ
た
騒
が
し
い
季
節
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
過
ぎ
て
い
っ
て
、
大
切
な
も
の
を
喪
っ

た
ま
ま
静
か
で
平
穏
な
日
常
へ
と
入
っ
て
ゆ
く
。
こ
の
夏
と
秋
と
の
対
比
は
、
こ
れ
ま
で
も
幾
度
も
歌
の
中
で
使
わ
れ
て
い
る
。

田
中

178
・
179
と
似
た
「
秋
」
の
歌
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
は
一
年
を
経
た
大
正
二
年
当
時
に
ま
た
巡
っ
て
き
た
「
秋
」
を
さ
す
の
だ
ろ
う
。
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＊
200
・
遠
方
をちかた
に
鍛
冶
屋
か
ね
う
つ
音
す
み
て
秋
や
ヽ
う
ご
く
八
月
の
す
ゑ

【
初
出
】「
白
樺
」
四
巻
八
号
（
大
正
二
年
八
月
）「
利
公
の
為
め
に
」

・
遠
方
に
鍛
冶
屋
か
ね
う
つ
音
す
み
て
秋
や
ヽ
動
く
八
月
の
末

通
釈

遠
く
の
方
に
鍛
冶
屋
の
鉦
を
打
つ
音
が
澄
ん
で
い
て
、
秋
が
や
や
動
く
八
月
の
終
わ
り
。

山
田

や
は
り
こ
こ
で
も
、
虚
実
の
あ
わ
い
に
あ
る
も
の
と
し
て
「
遠
く
か
ら
響
く
音
」
が
使
わ
れ
て
い
る
。
鍛
冶
屋
の
鉦
を
打
つ
音
は

澄
み
切
っ
て
い
て
、
し
か
し
単
調
で
あ
る
。
静
か
な
秋
も
、
ほ
ん
の
少
し
だ
け
揺
ら
め
い
て
い
る
。
忙
し
す
ぎ
た
夏
が
終
わ
っ
て
ゆ
く
こ
と

を
さ
ら
に
深
く
感
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
瞬
間
で
あ
る
。

田
中

鉄
を
真
っ
赤
に
焼
き
、
一
定
の
リ
ズ
ム
で
反
復
す
る
よ
う
な
「
鍛
冶
屋
」
の
音
。
遠
方
か
ら
、
高
く
、
し
か
し
鈍
く
、
耳
に
届
い

て
く
る
の
だ
。
悲
し
み
も
、
遠
く
か
ら
反
復
す
る
よ
う
に
届
い
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

201
・
曼
珠
沙
華
か
黒
き
土
に
頭かしらあ
ぐ
雨
や
み
空
の
す
め
る
夕
べ
に

【
初
出
】「
白
樺
」
四
巻
八
号
（
大
正
二
年
八
月
）「
利
公
の
為
め
に
」

・
曼
珠
沙
華
か
黒
き
土
に
頭
あ
ぐ
雨
や
み
空
の
す
め
る
夕
べ
に

通
釈

曼
珠
沙
華
が
黒
々
と
し
た
土
に
頭
を
あ
げ
る
。
雨
が
や
ん
で
空
が
澄
ん
で
い
る
夕
べ
に
。

山
田

「
か
黒
き
」
は
「
黒
々
と
し
た
」
の
意
。
曼
珠
沙
華
は
死
の
象
徴
で
あ
り
、
雨
が
や
ん
で
空
が
澄
み
渡
り
何
事
も
な
か
っ
た
か
の

よ
う
に
秋
に
入
っ
て
ゆ
く
夕
べ
に
、
か
す
か
に
我
が
子
の
死
の
記
憶
を
主
張
し
て
い
る
。

田
中

初
出
で
は
、
こ
の
歌
の
前
に
「
曼
珠
沙
華
灯
と
も
す
頃
の
近
づ
け
ば
幼
き
も
の
を
又
お
も
ひ
い
づ
」
が
あ
っ
た
が
、
歌
集
未
収
録

で
あ
る
。
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202
・
墓
な
ら
ぶ
谷
中
の
墓
地
に
利
公
も
小
さ
き
墓
標
を
立
て
て
ね
む
れ
り

【
初
出
】「
白
樺
」
四
巻
八
号
（
大
正
二
年
八
月
）「
利
公
の
為
め
に
」

・
墓
並
ぶ
谷
中
の
墓
地
に
利
公
も
小
さ
き
墓
標
を
立
て
ヽ
眠
れ
り

通
釈

墓
の
並
ぶ
谷
中
の
墓
地
に
、
利
公
も
小
さ
な
墓
標
を
立
て
て
眠
っ
て
い
る
。

山
田

連
作
の
題
に
は
使
っ
て
い
る
が
、
我
が
子
利
公
の
名
前
を
直
接
歌
に
詠
み
込
ん
で
い
る
の
は
こ
の
歌
の
み
で
あ
る
。
墓
の
幾
多
並

ぶ
墓
地
の
中
に
、
小
さ
な
墓
標
が
立
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
哀
切
が
き
わ
ま
っ
て
い
る
。

田
中

客
観
的
な
説
明
の
歌
で
あ
る
が
、
ど
ん
な
に
墓
が
多
く
並
ん
で
い
て
も
、
我
が
子
の
眠
る
場
所
は
親
に
は
わ
か
る
、
と
い
う
思
い

だ
ろ
う
か
。

＊
203
・
若
き
母
頭かしら
痛
む
に
手
を
当
て
ヽ
む
か
ふ
わ
が
子
の
墓
標
の
白
さ

【
初
出
】「
白
樺
」
四
巻
八
号
（
大
正
二
年
八
月
）「
利
公
の
為
め
に
」

・
若
き
母
頭
痛
む
に
手
を
当
て
ヽ
向
ふ
我
子
の
墓
標
の
白
さ

通
釈

若
い
母
が
頭
痛
に
手
を
当
て
な
が
ら
、
向
か
う
我
が
子
の
墓
標
の
白
さ
よ
。

山
田

こ
の「
若
き
母
」は
利
玄
の
妻
の
こ
と
。
母
と
な
っ
た
途
端
に
我
が
子
を
失
い
母
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
妻
を
、
あ
え
て「
若

き
母
」
と
表
現
し
、
ま
だ
真
新
し
い
墓
標
の
「
白
さ
」
と
重
ね
て
、「
大
切
な
も
の
を
喪
っ
て
ま
だ
間
も
な
い
存
在
」
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し

て
い
る
。
早
々
に
我
が
子
を
失
い
そ
の
死
に
顔
を
見
る
こ
と
も
出
来
な
か
っ
た
ス
ト
レ
ス
が
頭
痛
を
導
い
た
の
だ
ろ
う
。

田
中

墓
標
が
ま
だ
新
し
く
、「
白
さ
」
が
目
に
染
み
る
光
景
で
あ
る
。
し
か
も
、
老
母
で
は
な
く
「
若
き
母
」
で
あ
り
、
新
婚
早
々
の

悲
報
で
あ
っ
た
こ
と
も
頭
痛
の
遠
因
で
あ
ろ
う
。
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204
・
線
香
の
煙
墓
標
を
め
ぐ
れ
る
を
二
人
ふ
り
む
き
去
り
が
て
に
す
る
（
大
正
元
年
八
月
｜
九
月
）

【
初
出
】「
白
樺
」
四
巻
八
号
（
大
正
二
年
八
月
）「
利
公
の
為
め
に
」

歌
は
異
同
な
い
が
、「（
大
正
元
年
八
月
｜
九
月
）」
は
な
し

通
釈

線
香
の
煙
が
墓
標
の
ま
わ
り
を
め
ぐ
っ
て
い
る
の
を
、
二
人
振
り
向
い
て
、
立
ち
去
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
い
る
。

山
田

「
去
り
が
て
」
と
は
「
去
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
」
の
意
。
線
香
の
煙
が
墓
標
の
ま
わ
り
を
ま
わ
っ
て
い
る
の
を
、
我
が
子
の
魂

が
「
行
か
な
い
で
」
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
夫
婦
が
同
じ
墓
標
の
方
向
を
と
も
に
見
つ
め
て
い
る
情
景
が
映
像

的
で
印
象
に
残
る
。

田
中

初
出
で
は
、
こ
の
歌
の
後
に
続
け
て
、「
今
年
利
公
の
一
周
忌
に
こ
の
文
と
歌
と
を
集
め
て
、
あ
の
世
に
も
可
愛
ら
し
か
つ
た
小

さ
い
顔
を
偲
ぶ
」
と
ま
と
め
て
い
る
。
ま
た
、
後
年
、
利
公
の
夭
折
が
「
深
刻
な
経
験
で
し
た
か
ら
『
銀
』
の
中
で
も
こ
の
時
の
歌
は
力
の

あ
る
も
の
と
思
つ
て
ゐ
ま
す
」（「
道
」（
新
家
庭
）
大
正
十
一
年
八
月
号
）
と
回
想
し
て
い
る
。
人
の
心
を
撲
た
ず
に
は
お
ら
れ
な
い
連
作
で

あ
る
。

（
以
下
、
次
号
に
続
く
）
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