
正
宗
白
鳥
と
短
歌

吉

田

竜

也

一

谷
崎
潤
一
郎
や
芥
川
龍
之
介
な
ど
が
有
名
だ
が
、
日
本
近
代
の
多
く
の
小
説
家
た
ち
は
短
歌
創
作
の
履
歴
を
持
っ
て
い
る
。
例
え
ば
田
山
花

袋
は
そ
の
文
学
的
活
動
の
出
発
期
に
お
い
て
、
桂
園
派
の
歌
人
松
浦
辰
男
に
師
事
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
お
り
、﹃
花
袋
歌
集
﹄︵
春
陽
堂
、

大
７
︶
も
刊
行
し
て
い
る(１

)

。
し
か
し
正
宗
白
鳥
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。﹁
詩
人
ら
し
い
天
分
は
全
く
欠
け
て
ゐ
る
の
か
、
和
歌
俳
句
の
類
で
は
人

真
似
も
出
来
な
か
っ
た
﹂︵﹁
文
壇
的
自
叙
伝
﹂﹃
中
央
公
論
﹄
昭

・
２
～
７
︶
と
自
ら
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
お
よ
そ
詩
的
な
も
の
と
無
縁
な

13

存
在
と
み
な
さ
れ
て
い
る
し
、そ
し
て
白
鳥
と
短
歌
と
い
う
テ
ー
マ
は
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
お
い
て
問
題
と
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で﹃
正

宗
白
鳥
全
集
﹄︵
福
武
書
店
、
１
９
８
３
～
１
９
８
６
︶
に
も
収
録
さ
れ
て
い
な
い
、
正
宗
白
鳥
作
の
短
歌
二
首
を
紹
介
し
た
い
。
白
鳥
の
文
業

に
お
い
て
短
歌
と
は
き
わ
め
て
珍
し
い
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
だ
。
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そ
れ
ぞ
れ
、
雲
形
模
様
が
入
っ
た
短
冊
︵
一
枚
横
６
セ
ン
チ
×
縦

・
２
セ
ン
チ
︶
に
墨
書
さ
れ
て
い
る
。
短
冊
を
白
鳥
よ
り
受
け
取
っ
た

36

の
は
小
野
田
太
久
造
。
小
野
田
と
こ
の
短
冊
を
め
ぐ
っ
て
、
以
下
の
通
り
令
孫
か
ら
お
話
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
た
。

短
冊
を
白
鳥
か
ら
受
け
取
っ
た
年
・
月
は
定
か
で
は
な
い
が
、
太
久
造
の
子
息
が
小
学
校
に
入
る
前
の
こ
と
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
昭
和
十
一

年
前
後
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

自
宅
で
遊
ん
で
い
た
折
、
見
知
ら
ぬ
人
が
縁
側
に
座
っ
て
い
た
と
い
う
。
当
初
は
﹁
浮
浪
者
﹂
と
思
い
父
親
の
太
久
造
に
そ
れ
を
伝
え
る
が
、

そ
の
人
物
は
旧
知
の
正
宗
白
鳥
で
あ
っ
た
。
二
人
は
し
ば
し
会
話
し
、
そ
の
後
に
白
鳥
が
短
冊
に
書
い
て
子
息
に
手
渡
し
た
の
が
、
先
の
短
歌

で
あ
っ
た
。

小
野
田
太
久
造
は
明
治
十
六
年
生
ま
れ
。
白
鳥
よ
り
四
歳
年
下
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
現
在
の
片
上
小
学
校
を
卒
業
後
、
閉
谷
黌
を
経
て
現

─ 84 ─

利
鎌
洗
ふ
小
川
の
水
の
手
に
ぞ
し
む

冬
は
間
近
し
遠
が
根
の
雪

白
鳥

都
に
て
懐
か
し
か
り
し
古
郷
の

春
い
と
は
し
き
昨
日
今
日
か
な

白
鳥



在
の
早
稲
田
大
学
へ
進
学
し
た
。
す
な
わ
ち
白
鳥
と
同
じ
学
歴
を
た
ど
っ
て
い
る
。﹃
片
上
小
学
校
百
年
誌
﹄︵
片
上
小
学
校
創
立
１
０
０
年
記

念
事
業
実
行
委
員
会
、
昭

・
３
︶
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
﹁
高
等
科
卒
業
生
名
簿
に
つ
い
て
﹂
を
見
る
と
、﹁
明
治

年
﹂
の
卒
業
生
と
し
て
正

47

25

宗
忠
夫
︵
白
鳥
の
本
名
︶
が
、﹁
明
治

年
﹂
に
は
正
宗
家
次
男
の
敦
夫
が
、﹁
明
治

年
﹂
に
は
三
男
・
得
三
郎
、﹁
明
治

年
﹂
に
は
四
男
・

28

31

33

律
四
の
名
が
載
っ
て
い
る
。
得
三
郎
と
律
四
を
は
さ
ん
で
﹁
明
治

年
﹂
に
太
久
造
の
名
が
載
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
正
宗
家
の
兄
弟
た
ち
と
同

32

時
期
に
同
じ
小
学
校
に
通
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
自
宅
は
岡
山
県
和
気
郡
和
気
町
清
水
で
、
当
時
の
国
鉄
和
気
駅
へ
の
経
路

で
も
あ
り
、
こ
う
し
た
経
緯
か
ら
白
鳥
は
じ
め
正
宗
家
の
人
々
と
の
交
流
が
始
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
、
令
孫
は
推
測
し
て
い
る
。
太
久
造

は
和
気
に
帰
郷
し
、
農
業
に
従
事
し
た
。
そ
し
て
奇
し
く
も
白
鳥
と
同
じ
昭
和
三
十
七
年
に
逝
去
し
て
い
る
。
和
歌
を
た
し
な
み
、
自
宅
を
会

場
に
近
隣
の
人
々
と
し
ば
し
ば
歌
会
な
ど
催
し
て
い
た
。
多
数
の
短
冊
が
残
っ
て
お
り
、
そ
の
中
に
白
鳥
の
件
の
短
冊
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
白
鳥
の
詠
ん
だ
短
歌
に
太
久
造
が
添
削
を
加
え
た
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
、
令
孫
は
父
か
ら
聞
い
て
い
る
。

次
に
、
短
歌
の
内
容
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
る
。﹁
都
に
て
⋮
⋮
﹂
の
歌
の
季
節
は
﹁
春
﹂
だ
が
、﹁
利
鎌
⋮
⋮
﹂
の
方
は
﹁
冬
は
間
近
し
﹂

と
あ
る
よ
う
に
秋
の
終
わ
り
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
ろ
う
。
令
孫
に
よ
れ
ば
短
冊
は
白
鳥
か
ら
同
時
に
受
け
取
っ
た
よ
う
で
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば

こ
の
二
首
の
間
の
季
節
の
違
い
が
ま
ず
は
気
に
か
か
る
。
ど
ち
ら
か
は
あ
ら
か
じ
め
準
備
し
た
も
の
か
、
現
在
か
ら
振
り
返
っ
て
過
去
の
時
期

を
歌
に
し
た
も
の
か
と
推
測
で
き
る
。

﹁
利
鎌
⋮
⋮
﹂
の
方
は
、
冬
を
間
近
に
し
た
農
村
の
情
景
を
詠
ん
だ
、
お
よ
そ
素
直
な
歌
と
考
え
ら
れ
る
。
﹁
都
に
て
⋮
⋮
﹂
の
方
だ
が
、
な

ぜ
懐
か
し
い
は
ず
の
﹁
古
郷
﹂
の
﹁
春
﹂
が
﹁
い
と
は
し
﹂
い
も
の
と
感
じ
ら
れ
る
の
か
。
短
歌
を
詠
ん
だ
時
期
が
昭
和
十
一
年
前
後
と
い
う

こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
ま
ず
浮
か
ぶ
の
が
、
昭
和
九
年
四
月
の
父
・
浦
二
の
死
と
の
関
わ
り
で
あ
る
。
父
の
臨
終
を
素
材
に
し
た
小
説
が
白
鳥

に
は
い
く
つ
か
あ
る
。﹁
陳
腐
な
る
浮
世
﹂︵﹃
中
央
公
論
﹄
昭
９
・
９
︶
に
は
、
父
の
臨
終
に
立
ち
会
う
た
め
帰
省
し
て
い
る
一
郎
が
、
郷
里
に

汽
車
が
通
る
と
い
う
噂
を
聞
き
﹁
幾
十
日
間
か
憂
鬱
の
連
続
で
あ
つ
た
彼
れ
の
心
も
、
そ
の
噂
に
よ
つ
て
、
稍
々
晴
々
し
た
﹂
と
あ
る
。
﹁
今
年

の
春
﹂︵﹃
早
稲
田
文
学
﹄
昭
９
・
６
︶
に
は
﹁
旧
家
の
老
主
人
は
、
中
風
に
罹
つ
て
か
ら
、
な
ほ
十
年
の
歳
を
保
つ
て
ゐ
た
。
時
々
身
体
の
変
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調
が
あ
つ
て
も
、
素
質
が
強
靭
で
あ
る
た
め
か
、
い
つ
も
持
ち
直
し
た
﹂
と
あ
る
が
、
こ
の
作
品
よ
り
約
十
年
前
に
発
表
さ
れ
た
小
説
﹁
父
子

兄
弟
﹂︵﹃
新
潮
﹄
大

・
３
︶
に
、
郷
里
の
弟
か
ら
父
が
卒
倒
し
半
身
不
随
に
な
っ
た
と
い
う
知
ら
せ
を
受
け
た
﹁
私
﹂
が
、﹁
つ
ひ
に
来
る
時

15

が
来
た
﹂
と
思
い
、
さ
ら
に
﹁
故
郷
の
こ
と
﹂
が
﹁
心
の
中
の
煩
ひ
﹂
に
な
っ
た
り
、
ま
た
﹁
幽
鬱
﹂
に
思
え
る
と
い
っ
た
様
が
描
か
れ
て
い

る
。﹁
父
子
兄
弟
﹂
の
﹁
私
﹂
と
﹁
陳
腐
な
る
浮
世
﹂﹁
今
年
の
春
﹂
の
一
郎
に
白
鳥
そ
の
人
の
投
影
を
見
る
な
ら
、
白
鳥
は
お
よ
そ
十
年
間
故

郷
を
厭
わ
し
く
、
気
が
か
り
な
も
の
と
思
い
続
け
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

あ
る
い
は
父
の
死
後
、
家
督
相
続
を
め
ぐ
っ
て
白
鳥
は
、
郷
里
に
残
っ
て
生
家
を
切
り
盛
り
し
て
き
た
次
弟
敦
夫
と
葛
藤
が
あ
っ
た
可
能
性

が
あ
る
が
、
こ
の
問
題
と
の
関
わ
り
も
考
え
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
兄
弟
間
の
葛
藤
に
つ
い
て
後
藤
亮
は
、
白
鳥
は
東
京
遊
学
と
引
き
換
え
に
家

督
相
続
を
放
棄
し
て
お
り
、
敦
夫
と
の
間
に
軋
轢
は
な
か
っ
た
と
論
じ
て
い
る(２

)

。
し
か
し
松
本
鶴
雄
は
、
白
鳥
の
﹁
田
園
風
景
﹂
︵﹃
群
像
﹄
昭

・

︶
と
い
う
小
説
に
注
目
し
、
そ
こ
で
引
か
れ
て
い
る
旧
約
聖
書
の
﹁
エ
サ
ウ
の
羹
﹂
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
、
家
督
権
を
﹁
危
う
く
失
う
と

21

10

こ
ろ
だ
っ
た
者
の
物
語
﹂
の
比
喩
に
な
っ
て
お
り
、
こ
の
小
説
は
白
鳥
に
代
わ
っ
て
家
督
を
相
続
し
よ
う
し
た
﹁
弟
へ
の
憤
懣
、
抗
議
の
書
﹂

と
し
て
読
め
る
と
論
じ
て
い
る(３

)

。
松
本
説
に
従
う
な
ら
、
そ
の
兄
弟
間
の
葛
藤
も
、
白
鳥
の
故
郷
を
思
う
気
持
ち
に
陰
り
を
も
た
ら
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
よ
う
。

二

も
ち
ろ
ん
以
上
の
よ
う
な
短
歌
に
つ
い
て
の
解
釈
は
、
あ
く
ま
で
推
測
の
域
を
出
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
と
り
わ
け
注
目
し
た
い
の
は

次
の
こ
と
で
あ
る
。
白
鳥
が
短
歌
を
残
し
て
い
た
と
い
う
事
実
、
あ
る
い
は
白
鳥
そ
の
人
が
短
冊
を
差
し
出
さ
れ
て
、
こ
の
歌
を
詠
み
上
げ
た
、

詠
む
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
意
味
に
お
い
て
も
先
の
短
冊
は
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。

白
鳥
は
最
晩
年
の
昭
和
三
十
七
年
に
宮
中
歌
会
始
の
陪
聴
を
し
て
い
る
が
、
そ
の
際
の
感
想
﹁
﹁
歌
会
始
め
﹂
陪
聴
記
﹂
に
お
い
て
﹁
和
歌
に
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つ
い
て
は
何
も
知
ら
な
い
﹂︵﹃
読
売
新
聞
﹄
夕
刊
、
昭

・
１
・

︶
と
記
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
文
章
で
自
身
の
少
年
時
代
を
振
り
返
っ

37

13

て
﹁
頼
山
陽
な
ど
の
漢
詩
を
朗
吟
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
自
分
で
人
ま
ね
に
漢
詩
を
作
つ
た
り
し
て
ゐ
た
が
、
和
歌
を
つ
く
つ
た
こ
と
は
な
か

つ
た
。
和
歌
よ
り
漢
詩
の
方
が
好
き
で
あ
つ
た
﹂
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
﹁
和
歌
を
つ
く
つ
た
こ
と
は
な
か
つ
た
﹂
と
い
う
晩
年
の
白
鳥
の

回
想
は
、
事
実
を
逸
し
て
い
る
。

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
白
鳥
の
先
祖
、
近
親
者
に
は
和
歌
に
親
し
ん
だ
者
が
多
い
。
曽
祖
父
雅
敦
、
雅
敦
の
弟
直
胤
は
そ
れ
ぞ
れ
歌

人
。
曾
祖
母
鹿
野
も
歌
を
詠
ん
で
い
る
。
こ
う
し
た
人
々
の
影
響
か
ら
か
、白
鳥
の
生
ま
れ
た
村
は
和
歌
や
狂
歌
が
盛
ん
な
土
地
柄
で
あ
っ
た(４

)

。

白
鳥
自
身
﹁
村
全
体
に
歌
読
み
が
随
分
多
く
、
祖
母
は
勿
論
親
戚
や
出
入
り
の
知
人
は
大
概
歌
を
読
ん
だ
も
の
だ
、
僕
も
亦
そ
の
一
人
で
あ
つ

た
﹂︵﹁
或
る
意
味
に
於
て
﹃
二
階
の
窓
﹄﹂﹃
秀
才
文
壇
﹄
明

・
８
︶
と
回
想
し
て
い
る
。
﹁
歌
読
み
が
随
分
多
﹂
い
と
い
う
環
境
の
も
と
、
白

42

鳥
も
ま
た
作
歌
し
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
白
鳥
の
従
弟
岡
田
眞
︵
母
の
生
家
の
当
主
と
な
る
︶
も
ま
た
中
村
憲
吉
、
土
屋

文
明
ら
に
師
事
し
た
歌
人
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
白
鳥
の
二
歳
下
の
弟
、
正
宗
敦
夫
で
あ
る
。

白
鳥
は
明
治
二
十
九
年
、
十
七
歳
に
し
て
上
京
し
東
京
専
門
学
校
に
通
う
が
、
そ
の
後
郷
里
に
残
る
敦
夫
に
宛
て
多
く
の
手
紙
を
書
い
て
お

り
、﹃
正
宗
白
鳥
全
集
﹄
第
三
十
巻
︵
福
武
書
店
、
１
９
８
６
︶
で
そ
れ
を
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
書
簡
か
ら
は
、
後
に
歌
人
と
な
る

敦
夫
の
み
な
ら
ず
、
白
鳥
に
お
い
て
も
短
歌
へ
の
並
々
な
ら
ぬ
関
心
が
あ
っ
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。

明
治
三
十
二
年
一
月
一
日
の
敦
夫
宛
書
簡
で
白
鳥
は
﹁
て
に
を
は
の
誤
り
、
語
調
の
と
ゝ
の
は
ざ
る
あ
ら
ば
御
報
知
を
乞
﹂
と
し
つ
つ
、﹁
近

作
﹂
と
し
て
例
え
ば
﹁
田
家
烟
﹂
と
題
し
て
﹁
立
の
ぼ
る
煙
に
す
ら
も
知
ら
れ
け
り
鄙
の
住
居
の
長
閑
け
か
る
と
は
﹂
な
ど
、
自
作
の
短
歌
を

十
一
首
し
た
た
め
て
い
る
。
こ
れ
ら
書
簡
中
の
短
歌
を
引
い
て
後
藤
亮
は
﹁
白
鳥
の
歌
も
、
桂
園
派
の
流
れ
を
汲
ん
で
い
る(

５
)

﹂
と
コ
メ
ン
ト
し

て
い
る
が
、
白
鳥
と
短
歌
と
い
う
テ
ー
マ
に
つ
い
て
は
後
藤
も
そ
れ
以
上
は
踏
み
込
ん
で
い
な
い
。

白
鳥
の
短
歌
で
ユ
ニ
ー
ク
な
も
の
と
し
て
は
﹁
お
ち
こ
ち
の
た
つ
も
知
ら
ぬ
世
の
中
に
、
泣
き
て
ぞ
求
む
神
の
御
光
。﹂
と
い
う
よ
う
に
句
読

点
を
用
い
つ
つ
︵
こ
の
句
読
点
は
後
藤
亮
の
引
用
で
は
省
略
さ
れ
て
い
る
︶、
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
信
仰
を
詠
ん
だ
も
の
も
あ
る
。
ま
た
﹁
拙
吟
﹂
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に
は
さ
ん
で
﹁
此
二
首
最
感
ぜ
し
者
﹂
と
し
て
香
川
景
樹
の
歌
を
二
首
引
い
て
い
る
。
同
日
の
書
簡
で
﹁
先
日
植
村
先
生
と
談
じ
け
る
際
先
生

は
御
身
の
歌
を
何
か
︵
新
世
紀
？
︶
に
て
読
み
し
と
て
大
い
に
感
じ
居
ら
れ
、
景
樹
の
面
影
あ
り
中
々
巧
み
な
り
﹂
と
い
う
よ
う
に
、
白
鳥
の

キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
師
植
村
正
久
が
、
敦
夫
の
短
歌
を
香
川
景
樹
風
だ
と
し
て
褒
め
て
い
た
こ
と
を
伝
え
る
記
述
も
あ
る
。
先
に
引
い
た
が

﹁
て
に
を
は
の
誤
り
、
語
調
の
と
ゝ
の
は
ざ
る
あ
ら
ば
御
報
知
を
乞
﹂
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
時
点
に
お
い
て
す
で
に
白
鳥
は
、
短
歌
の
実
力

で
は
敦
夫
に
は
及
ば
な
い
と
考
え
て
い
た
よ
う
だ
。
だ
か
ら
か
ど
う
か
明
治
三
十
三
年
三
月
八
日
の
敦
夫
宛
書
簡
に
は
﹁
予
は
歌
は
作
れ
ず
又

作
り
た
く
な
し
／
暇
あ
ら
ば
芝
居
の
脚
本
を
書
か
ん
と
心
が
ま
へ
な
り
﹂
と
言
い
放
っ
て
も
い
る
。
白
鳥
と
短
歌
と
い
う
テ
ー
マ
、
あ
る
い
は

白
鳥
に
お
け
る
︿
歌
の
わ
か
れ
﹀
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
敦
夫
と
の
関
係
は
と
り
わ
け
注
意
す
べ
き
こ
と
で
は
な
い
か
。

明
治
三
十
二
年
十
月
八
日
敦
夫
宛
書
簡
に
興
味
深
い
箇
所
が
あ
る
。
白
鳥
が
松
浦
辰
男
の
も
と
を
訪
れ
、
そ
の
談
話
を
書
き
と
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
の
談
話
筆
記
の
中
に
は
、
門
下
生
の
中
で
は
﹁
田
山
花
袋
が
男
子
で
は
一
番
で
す
、
も
う
卒
業
位
ま
で
行
き
ま
し
た
﹂
と
し
て
い

る
発
言
が
目
を
引
く
。
ま
た
同
じ
桂
園
派
で
御
歌
所
所
長
ま
で
登
り
つ
め
た
高
崎
正
風
を
﹁
あ
れ
も
景
樹
派
で
す
が
、
ど
ー
も
感
心
し
ま
せ
ん

な
。
全
体
高
い
位
地
に
立
つ
と
知
ら
︵
ぬ
︶
者
が
雷
同
し
て
、
奉
つ
て
仕
ま
ふ
か
ら
、
自
分
も
満
足
し
て
進
ま
ぬ
様
に
な
り
ま
す
﹂
な
ど
と
批

判
し
て
い
る
。
近
代
短
歌
研
究
の
松
澤
俊
二
は
﹁
実
作
者
・
研
究
者
の
興
味
が
１
８
９
０
年
代
に
相
次
い
で
登
場
し
た
与
謝
野
鉄
幹
、
正
岡
子

規
ら
﹁
新
派
﹂
歌
人
た
ち
に
惹
き
つ
け
ら
れ
﹂
た
結
果
、
高
崎
正
風
ら
﹁
旧
派
は
論
・
作
と
も
に
超
克
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
︵
略
︶
周
縁
化
さ

れ
て
き
た(６

)

﹂
と
述
べ
て
い
る
が
、
確
か
に
﹁
旧
派
﹂
の
一
人
で
あ
る
松
浦
辰
男
に
つ
い
て
も
、
近
代
文
学
研
究
に
お
い
て
は
花
袋
や
柳
田
國
男

と
の
関
係
で
言
及
さ
れ
る
程
度
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
近
代
文
学
に
お
け
る
松
浦
の
影
響
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
今
後
も
検
討
す
る
余
地
が

あ
ろ
う
。

と
も
あ
れ
、
白
鳥
が
書
き
と
っ
た
と
こ
ろ
の
松
浦
の
談
話
か
ら
は
、
自
ら
も
い
わ
ゆ
る
﹁
旧
派
﹂
で
あ
り
な
が
ら
、﹁
旧
派
﹂
に
対
す
る
批
判

的
な
見
解
も
ま
た
う
か
が
わ
れ
る
。﹁
新
派
﹂
の
代
表
格
た
る
正
岡
子
規
は
﹁
只
自
己
が
美
と
感
じ
た
る
趣
味
を
成
る
べ
く
善
く
分
る
や
う
に
現

す
が
本
来
の
主
意
に
御
座
候
。
故
に
俗
語
を
用
ゐ
た
る
方
其
美
感
を
現
す
に
適
せ
り
と
思
は
ゞ
雅
語
を
捨
て
ゝ
俗
語
を
用
ゐ
可
﹂
︵﹁
十
た
び
歌
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よ
み
に
与
ふ
る
書
﹂﹃
日
本
﹄
明

・
３
・
４
︶
な
ど
と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
主
張
と
以
下
の
松
浦
の
発
言
を
比
べ
て
み
る
と
、
両
者
は

31

通
底
す
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
ふ
で
す
、
歌
は
心
の
誠
か
ら
出
る
物
で
、
仮
り
に
も
偽
は
許
し
ま
せ
ぬ
、
自
分
の
思
ふ
ま
ゝ
で
す
。
若
い
物
は
若
い
物
の
様
に
、
女

は
女
の
様
に
皆
心
底
か
ら
吐
か
ね
ば
い
け
ま
せ
ん
、
其
を
歌
人
が
昔
の
歌
書
を
読
み
、
此
が
名
句
だ
、
美
し
い
つ
て
、
窃
ん
だ
り
、
真
似

た
り
し
。︵
略
︶
仮
令
地
方
地
方
で
方
言
訛
な
ど
が
交
る
も
あ
れ
ど
其
は
成
丈
許
し
ま
す
、
方
言
な
ど
の
交
れ
る
は
、
誠
の
あ
る
証
拠
で
す

か
ら
ね
、
九
州
の
人
は
九
州
の
人
ら
し
く
東
北
の
人
は
東
北
の
人
ら
し
く
す
る
の
が
当
然
で
す
、
今
の
新
聞
と
か
雑
誌
と
か
に
あ
る
の
は

皆
う
そ
を
装
つ
た
物
計
り
で
す
。︵
明
治
三
十
二
年
十
月
八
日
敦
夫
宛
書
簡
︶

和
歌
伝
統
の
語
彙
に
拘
泥
す
る
こ
と
な
く
、
時
に
は
方
言
と
い
っ
た
俗
語
を
歌
に
取
り
入
れ
る
こ
と
も
良
し
と
し
、
そ
う
す
る
こ
と
で
思
い

を
あ
り
の
ま
ま
に
表
現
す
る
こ
と
を
目
指
せ
と
い
う
の
で
あ
る
。
高
弟
で
あ
っ
た
田
山
花
袋
が
﹁
私
の
芸
術
の

R
ealistic
ten
d
en
cy
の
大
部

分
は
、
実
に
先
生
の
歌
論
か
ら
得
た
と
言
つ
て
差
支
え
な
い
﹂︵﹃
東
京
の
三
十
年
﹄
博
文
館
、
大
６
︶
と
ま
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、︿
あ
り
の

ま
ま
﹀
に
書
く
と
い
う
自
然
主
義
的
当
為
の
淵
源
の
一
つ
と
し
て
、
松
浦
の
歌
論
を
数
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
し
、
白
鳥
に
お
い
て
も
そ
れ
は

例
外
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

偽
を
廃
し
正
実
を
尚
ぶ
所
、
尋
常
の
歌
人
と
は
等
を
異
に
す
る
様
に
候
、
先
日
坪
内
先
生
の
宅
に
会
し
文
学
の
談
あ
り
し
時
、
先
生
は

文
学
の
美
句
金
章
に
あ
ら
で
、
真
心
も
て
温
き
同
情
も
て
人
間
の
大
門マ

マ

題
に
対
す
る
を
説
か
れ
候
が
、
松
浦
氏
の
も
、
日
本
の
大
批
評
家

た
る
坪
内
氏
の
言
に
似
た
る
所
有
之
候
。︵
略
︶
兎
に
角
松
浦
の
考
は
嘉
み
す
可
し
。
︵
明
治
三
十
二
年
十
月
八
日
敦
夫
宛
書
簡
︶

─ 89 ─



こ
の
よ
う
に
白
鳥
は
坪
内
逍
遥
の
主
張
す
る
リ
ア
リ
ズ
ム
と
引
き
比
べ
る
形
で
、
先
の
松
浦
の
言
葉
を
評
価
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
こ
の
時
期
の
敦
夫
宛
書
簡
か
ら
は
、
例
え
ば
敦
夫
の
師
で
あ
る
井
上
通
泰
を
﹁
あ
の
人
も
若
い
の
に
似
合
は
ぬ
偏
狭
な
こ

と
を
云
ふ
人
だ
﹂
と
し
、
敦
夫
に
﹁
歌
も
景
樹
以
上
に
な
ら
ね
ば
駄
目
だ
よ
﹂︵
明

・
２
、
日
付
不
明
︶
と
助
言
す
る
な
ど
、
短
歌
に
積
極
的

34

に
言
及
す
る
白
鳥
の
姿
が
浮
か
び
上
が
る
。
白
鳥
の
文
学
的
出
発
点
に
短
歌
と
の
邂
逅
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
十
分
検
討
さ
れ
る
べ
き
問
題
な
の

で
は
な
い
か
。
そ
し
て
不
思
議
な
こ
と
に
、﹁
寂
寞
﹂︵﹃
新
小
説
﹄
明

・

︶
以
来
、
文
壇
デ
ビ
ュ
ー
後
の
白
鳥
の
創
作
に
短
歌
に
言
及
し
た

37

11

よ
う
な
作
品
は
見
当
た
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
逆
に
こ
の
問
題
の
重
要
性
を
物
語
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

白
鳥
に
と
っ
て
の
︿
歌
の
わ
か
れ
﹀
と
は
、
い
つ
い
か
な
る
形
で
訪
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

三

正
宗
敦
夫
は
備
前
の
生
家
に
と
ど
ま
っ
て
作
歌
を
続
け
る
。
第
三
高
等
学
校
医
学
部
︵
後
の
岡
山
医
学
専
門
学
校
︶
教
授
で
桂
園
派
の
歌
人

で
あ
る
井
上
通
泰
を
通
じ
、
松
浦
辰
男
か
ら
も
短
歌
の
添
削
を
受
け
る
よ
う
に
な
る
。
そ
う
し
て
敦
夫
は
、
井
上
の
弟
で
あ
り
松
浦
の
門
下
生

で
あ
る
柳
田
國
男
と
も
短
歌
を
通
じ
て
知
り
合
う
よ
う
に
な
る
。
柳
田
は
旅
行
の
際
、
備
前
に
敦
夫
を
訪
ね
た
り
も
し
て
い
る
。
明
治
四
十
年

に
敦
夫
が
主
宰
す
る
雑
誌
﹃
国
歌
﹄
に
、
偶
然
に
も
井
上
と
松
浦
と
が
双
方
を
批
判
し
て
い
る
か
と
捉
え
ら
れ
る
よ
う
な
文
章
が
同
時
に
掲
載

さ
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
こ
と
で
井
上
と
松
浦
と
の
確
執
に
敦
夫
も
巻
き
込
ま
れ
て
し
ま
う(７

)

。
あ
る
意
味
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
敦
夫
が
短
歌
の

世
界
に
浸
り
き
っ
て
い
く
過
程
を
も
物
語
っ
て
い
る
。
一
方
で
白
鳥
の
言
説
か
ら
は
、
短
歌
へ
の
積
極
的
な
言
及
が
消
え
て
い
く
の
で
あ
る
。

柳
田
國
男
と
の
出
会
い
を
回
想
し
て
、
白
鳥
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

柳
田
國
男
氏
に
は
じ
め
て
会
つ
た
時
は
、
私
は
ま
だ
早
稲
田
の
学
生
で
あ
つ
た
。
私
の
弟
が
、
当
時
岡
山
の
医
学
校
の
教
授
で
あ
つ
た
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井
上
通
泰
先
生
に
和
歌
を
学
ん
で
ゐ
た
の
で
、
そ
の
関
係
か
ら
、
私
は
弟
に
頼
ま
れ
て
、
國
男
氏
に
、
誰
か
の
短
冊
を
貰
ひ
に
行
つ
た
の

で
あ
つ
た
。︵
略
︶
短
冊
に
つ
い
て
は
、
私
に
興
味
が
な
か
つ
た
の
で
、
そ
の
時
の
和
歌
の
話
は
記
憶
に
残
つ
て
ゐ
な
い
が
、
西
洋
文
学
に

つ
い
て
、
彼
此
と
、
興
に
乗
つ
て
語
ら
れ
た
こ
と
は
、
今
な
ほ
懐
し
く
思
ひ
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
︵﹃
現
代
日
本
文
学
全
集
﹄
十
二
巻
、

月
報
、
筑
摩
書
房
、
昭

・
１
︶

30

西
洋
文
学
に
つ
い
て
は
﹁
興
に
乗
つ
て
﹂
語
り
合
い
、
そ
の
こ
と
は
﹁
今
な
ほ
懐
し
く
思
ひ
出
さ
れ
る
﹂
と
い
う
が
、
一
方
﹁
和
歌
の
話
は

記
憶
に
残
つ
て
ゐ
な
い
﹂
と
い
う
よ
う
に
、
七
十
歳
代
の
半
ば
を
越
え
よ
う
と
す
る
白
鳥
に
と
っ
て
、
短
歌
へ
の
回
想
は
幾
分
素
気
な
い
。

白
鳥
と
短
歌
と
い
う
テ
ー
マ
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
重
要
と
思
わ
れ
る
作
品
は
﹁
田
園
風
景
﹂
︵﹃
群
像
﹄
昭

・

︶
で
あ
る
。
少
年
期
の

21

10

回
想
か
ら
始
ま
り
、
父
の
死
後
、
弟
と
の
家
督
相
続
を
め
ぐ
る
や
り
と
り
に
ま
で
説
き
及
ぶ
小
説
だ
が
、
後
藤
亮
や
松
本
鶴
雄
な
ど
多
く
の
論

者
が
こ
の
小
説
を
取
り
上
げ
て
き
た
。
そ
れ
は
先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
主
に
家
督
相
続
を
め
ぐ
る
敦
夫
と
の
確
執
を
探
る
と
い
う
論
点
に
お
い

て
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
小
説
に
は
ま
さ
に
︿
歌
の
わ
か
れ
﹀
が
描
か
れ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
は
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
主
題
化
さ
れ
て
こ

な
か
っ
た
。

幼
少
の
﹁
私
﹂
は
二
歳
違
い
の
弟
Ａ
と
二
人
、
郷
里
の
裏
山
に
登
り
、
互
い
に
和
歌
を
作
ろ
う
と
誘
う
。

私
は
、
目
に
映
る
山
海
の
眺
め
や
花
鳥
の
姿
に
一
理
屈
あ
る
観
察
を
下
し
て
、
三
十
一
文
字
で
言
ひ
現
さ
ん
と
努
力
し
た
の
で
あ
つ
た

が
、
そ
れ
は
い
か
に
も
無
風
流
で
、
歌
ら
し
い
味
ひ
の
な
い
も
の
と
、
幼
な
心
に
も
思
は
れ
た
。
こ
れ
に
反
し
て
Ａ
の
方
は
、
雑
作
な
く
、

二
つ
三
つ
と
、
歌
ら
し
い
歌
を
作
つ
て
、
調
子
を
つ
け
て
口
ず
さ
ん
だ
。﹁
誰
か
に
聞
い
た
歌
ぢ
や
な
い
の
か
。
﹂
と
、
私
は
詰
問
し
た
。

Ａ
に
そ
ん
な
才
能
が
あ
ら
う
と
は
信
じ
ら
れ
な
か
つ
た
の
だ
。﹁
誰
れ
に
も
聞
き
や
せ
ん
。
今
わ
し
が
作
つ
た
ん
ぢ
や
。﹂
と
答
へ
て
、
Ａ

は
興
に
乗
つ
て
ゐ
た
よ
う
で
あ
つ
た
。
読
書
好
き
で
、
本
の
上
の
知
識
は
年
齢
不
相
応
に
有
つ
て
ゐ
た
私
も
、
和
歌
の
や
う
な
も
の
を
作
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る
と
な
る
と
、
Ａ
に
及
ば
な
い
こ
と
を
、
そ
の
日
は
じ
め
て
知
つ
た
の
だ
が
、
そ
れ
は
、
弟
か
ら
重
要
な
事
を
教
へ
ら
れ
た
や
う
な
も
の

で
あ
つ
た
。﹁
本
の
知
識
だ
け
で
は
歌
は
作
れ
な
い
。﹂︵﹁
田
園
風
景
﹂︶

年
齢
不
相
応
な
読
書
量
へ
の
自
恃
と
、
長
男
と
し
て
﹁
惣
領
と
し
て
の
特
権
﹂
を
無
意
識
に
感
じ
て
き
た
﹁
私
﹂
だ
が
、
Ａ
と
の
間
の
短
歌

を
め
ぐ
る
実
力
差
を
通
じ
て
、
自
ら
の
優
位
性
が
相
対
化
さ
れ
た
。
そ
し
て
﹁
私
の
家
で
は
曽
祖
父
の
頃
か
ら
、
封
建
時
代
程
度
の
風
雅
の
道

に
入
つ
て
ゐ
て
、
家
族
近
親
が
甚
だ
低
調
な
和
歌
や
狂
歌
を
楽
し
ん
で
ゐ
﹂
た
が
、﹁
Ａ
に
も
さ
う
い
ふ
祖
先
の
遺
伝
で
お
の
づ
か
ら
歌
心
を
具

へ
て
ゐ
た
の
で
あ
ら
う
か
﹂
と
﹁
私
﹂
は
考
え
る
。
祖
先
伝
来
の
正
当
な
後
継
者
は
﹁
私
﹂
で
は
な
く
﹁
歌
心
を
具
へ
﹂
た
Ａ
で
あ
り
、
そ
の

姿
は
や
が
て
家
督
相
続
を
め
ぐ
っ
て
ラ
イ
バ
ル
と
し
て
﹁
私
﹂
の
前
に
浮
上
す
る
Ａ
を
先
取
り
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
場
面
か
ら
端
的
に
想
起
さ
れ
る
の
は
小
説
﹁
入
江
の
ほ
と
り
﹂︵﹃
太
陽
﹄
大
４
・
４
︶
に
あ
る
以
下
の
場
面
で
は
な
い
か
。﹁
入

江
の
ほ
と
り
﹂
の
主
人
公
辰
男
は
地
方
の
旧
家
に
住
ま
い
つ
つ
﹁
世
間
に
は
通
用
し
さ
う
で
な
い
﹂
英
語
の
独
学
に
耽
っ
て
い
る
。
そ
こ
へ
長

兄
栄
一
が
帰
郷
し
、
辰
男
を
誘
っ
て
裏
山
へ
散
歩
に
出
か
け
る
。
辰
男
は
山
頂
か
ら
村
と
海
を
見
渡
す
が
、
彼
の
目
に
は
世
界
は
次
の
よ
う
に

映
っ
て
い
る
。

目
の
下
の
墓
地
も
、
海
を
渡
つ
て
ゐ
る
鳥
の
群
も
、
辰
男
に
は
皆
英
文
の
課
題
と
し
て
の
み
目
に
触
れ
心
に
映
つ
た
。
飛
ん
で
ゐ
る
五

六
羽
の
鳥
は
鳶
だ
か
雁
だ
か
彼
れ
の
智
識
で
は
識
別
け
ら
れ
な
か
つ
た
が
、﹁
ブ
ラ
ツ
ク
バ
ー
ド
﹂と
名
づ
け
た
だ
け
で
彼
れ
は
満
足
し
た
。

﹁
辰
は
英
語
を
勉
強
し
て
ど
う
す
る
つ
も
り
な
の
だ
。
目
的
は
あ
る
の
か
い
。﹂
冬
枯
の
山
々
を
見
渡
し
て
ゐ
た
栄
一
は
ふ
と
弟
を
顧
み

て
訊
い
た
。

ブ
ラ
ツ
ク
バ
ー
ヅ
の
後
を
目
送
し
な
が
ら
、﹁
飛
ぶ
﹂
に
相
当
す
る
動
詞
を
案
じ
て
ゐ
た
辰
男
は
、
ど
ん
よ
り
し
た
目
を
瞬
き
さ
せ
た
。

直
ぐ
に
は
返
事
が
出
来
な
か
つ
た
。︵﹁
入
江
の
ほ
と
り
﹂︶
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﹁
田
園
風
景
﹂
の
﹁
私
﹂
が
、
目
に
映
る
﹁
山
海
の
眺
め
や
花
鳥
の
姿
﹂
を
﹁
三
十
一
文
字
で
言
ひ
現
さ
ん
と
努
力
﹂
し
て
い
る
よ
う
に
、﹁
入

江
の
ほ
と
り
﹂
の
辰
男
は
﹁
目
の
下
の
墓
地
﹂
や
﹁
海
を
渡
つ
て
ゐ
る
鳥
の
群
﹂
を
英
文
に
よ
っ
て
﹁
言
ひ
現
さ
ん
と
努
力
﹂
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
山
頂
か
ら
眺
め
つ
つ
行
わ
れ
る
二
人
の
営
為
は
、
既
知
の
言
葉
で
世
界
を
翻
訳
す
る
と
い
う
点
で
共
通
し
て
い
る
。
つ
ま
り
和
歌
を
詠

む
こ
と
と
英
作
文
を
作
る
こ
と
を
、
ア
ナ
ロ
ジ
ー
の
関
係
で
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

﹁
入
江
の
ほ
と
り
﹂
で
栄
一
が
辰
男
に
﹁
娯
楽
に
や
る
の
な
ら
何
で
も
い
ゝ
訳
だ
が
、
そ
れ
に
し
て
も
和
歌
と
か
発
句
と
か
田
舎
に
ゐ
て
も
や

れ
て
、
下
手
な
ら
下
手
な
り
に
人
に
見
せ
ら
れ
る
や
う
な
者
を
や
つ
た
方
が
面
白
か
ら
う
ぢ
や
な
い
か
。
他
人
に
は
全
で
分
か
ら
な
い
英
文
を

作
つ
た
つ
て
何
に
も
な
ら
ん
と
思
ふ
が
、
お
前
は
あ
れ
が
他
人
に
通
用
す
る
と
で
も
思
つ
て
る
の
か
い
﹂
と
詰
問
し
て
い
る
が
、
辰
男
の
英
語

を
論
難
す
る
に
際
し
て
﹁
和
歌
と
か
発
句
﹂
を
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
こ
と
は
、
き
わ
め
て
象
徴
的
な
の
で
あ
る
。﹁
私
﹂
の
和
歌
が
﹁
無
風

流
で
、
歌
ら
し
い
味
ひ
の
な
い
も
の
﹂、
歌
の
格
好
を
し
た
歌
た
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
相
即
し
て
、
辰
男
の
英
文
は
﹁
他
人
に
は
全
く
通

用
し
さ
う
で
な
い
も
の
﹂、
英
語
た
ら
ざ
る
英
語
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
ま
ざ
ま
ざ
と
知
ら
し
め
る
の
は
﹁
私
﹂
に
と
っ
て
も
辰
男
に
と
っ
て

も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
弟
／
兄
な
の
で
あ
る
。

あ
る
表
現
手
段
を
手
放
さ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
彼
ら
は
今
後
ど
う
な
る
の
か
。
辰
男
の
そ
の
後
は
作
中
に
書
か
れ
て
い
な
い
。
一
方
﹁
私
﹂

は
ど
う
か
。
以
下
の
記
述
に
手
が
か
り
が
あ
る
。

私
は
古
い
広
い
家
の
あ
ち
ら
こ
ち
ら
の
部
屋
に
古
机
を
据
ゑ
て
読
書
に
没
頭
し
て
ゐ
た
が
、
兄
弟
で
机
を
並
べ
る
や
う
な
こ
と
は
な
か

つ
た
。
一
人
で
一
つ
の
部
屋
を
占
領
し
て
ゐ
た
。
そ
し
て
、
読
ん
だ
小
説
や
歴
史
や
伝
記
の
話
を
、
Ａ
や
Ｔ
な
ど
に
話
し
て
聞
か
せ
た
。

自
分
で
読
ん
で
楽
む
だ
け
で
は
物
足
り
な
く
、弟
た
ち
に
話
し
て
聞
か
せ
て
、
彼
等
が
そ
れ
を
面
白
が
つ
て
聞
く
の
を
喜
ん
で
ゐ
た
。︵
﹁
田

園
風
景
﹂︶

─ 93 ─



あ
た
か
も
書
斎
の
ご
と
き
空
間
で
小
説
・
歴
史
・
伝
記
︱
︱
す
な
わ
ち
散
文
︱
︱
を
読
み
、
そ
れ
を
再
構
成
し
て
弟
た
ち
に
聞
か
せ
る
こ
と
。

そ
し
て
そ
こ
に
喜
び
を
見
出
す
こ
と
。
こ
こ
に
﹁
私
﹂
の
一
つ
の
表
現
行
為
の
始
ま
り
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
と
詩
的
な

も
の
に
見
切
り
を
つ
け
、
散
文
家
、
物
語
作
者
と
し
て
生
き
て
い
く
で
あ
ろ
う
﹁
私
﹂
の
姿
が
予
見
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

四

若
き
日
の
白
鳥
は
短
歌
に
お
け
る
敦
夫
と
の
実
力
差
を
自
覚
し
、や
が
て
短
歌
か
ら
離
れ
て
い
く
。
六
十
二
歳
に
な
る
白
鳥
が
帰
省
し
た
際
、

﹁
窯
を
築
い
て
瀬
戸
物
を
焼
い
て
ゐ
る
﹂
甥
に
﹁
焼
物
に
字
を
書
い
て
呉
れ
﹂
と
頼
ま
れ
る
。
白
鳥
は
﹁
彼
れ
の
焼
物
に
い
や
〳
〵
な
が
ら
下

手
な
字
を
書
い
た
。
か
う
い
ふ
場
合
に
、
和
歌
や
発
句
を
作
る
習
慣
を
私
は
憎
悪
す
る
﹂︵
﹁
晩
春
日
記
﹂﹃
新
潮
﹄
昭

・
６
︶
と
述
べ
て
い
る

16

が
、
こ
う
い
っ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
も
、
短
歌
へ
の
強
烈
な
苦
手
意
識
を
長
年
抱
き
続
け
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

そ
も
そ
も
、
例
え
ば
敦
夫
と
の
短
歌
に
お
け
る
実
力
の
違
い
と
は
ど
こ
に
由
来
す
る
の
か
。
言
い
換
え
る
と
、
白
鳥
は
短
歌
に
つ
い
て
ど
の

よ
う
な
こ
と
が
視
野
に
入
っ
て
い
な
か
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
先
に
引
用
し
た
松
浦
辰
男
の
談
話
筆
記
と
そ
れ
に
対
す
る
白
鳥
の
感
想
、
そ
こ
に

現
れ
た
関
心
の
所
在
に
答
え
が
あ
る
。
白
鳥
は
松
浦
を
評
価
し
て
﹁
偽
を
廃
し
正
実
を
尚
ぶ
所
、
尋
常
の
歌
人
と
は
等
を
異
に
す
る
様
に
候
﹂

と
述
べ
て
い
る
。
こ
う
し
た
観
点
に
よ
っ
て
松
浦
を
評
価
す
る
白
鳥
だ
が
、
こ
れ
は
﹁
吾
人
は
小
説
に
関
す
る
見
解
で
最
も
意
義
あ
り
、
明
治

文
学
史
発
展
の
上
に
忘
る
べ
か
ら
ざ
る
者
は
、﹁
小
説
神
髄
﹂
以
来
で
は
小
杉
天
外
氏
の
写
実
主
義
︵
初
姿
？
の
巻
頭
に
あ
つ
た
自
然
は
善
で
も

な
い
悪
で
も
な
い
、
だ
か
ら
有
の
ま
ゝ
に
描
け
ば
そ
れ
で
い
ゝ
と
云
つ
た
説
︶
と
花
袋
氏
が
﹁
野
の
花
﹂
の
序
文
以
来
頻
り
に
説
い
た
議
論
だ

と
思
ふ
﹂︵﹁﹃
蒲
団
﹄
合
評
﹂﹃
早
稲
田
文
学
﹄
明

・

︶
と
い
っ
た
よ
う
な
、
逍
遥
や
、
天
外
、
花
袋
ら
の
主
張
に
対
し
て
示
し
た
白
鳥
の

40

10

共
感
と
相
即
し
て
い
る
。
一
方
で
白
鳥
が
書
き
と
っ
た
松
浦
の
発
言
に
は
﹁
調
で
す
か
、
此
は
中
々
云
難
ひ
者
で
、
よ
程
深
入
り
し
て
心
得
の

あ
る
人
で
な
く
て
は
分
り
ま
せ
ん
。
マ
ア
、
心
の
香
と
で
も
云
ま
す
か
、
例
へ
て
見
れ
ば
下
宿
屋
で
下
女
が
返
事
を
し
て
も
、
其
ハ
イ
と
云
ふ

─ 94 ─



一
言
が
調
子
次
第
で
、
心
持
よ
く
も
、
聞
苦
し
く
も
、
あ
る
の
で
す
ナ
﹂
と
い
う
箇
所
が
あ
る
。
﹁
調
﹂
つ
ま
り
韻
律
や
音
調
の
難
し
さ
と
い
う

こ
と
を
松
浦
は
述
べ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
白
鳥
の
感
想
か
ら
は
こ
の
観
点
へ
の
言
及
が
抜
け
落
ち
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
﹁
田
園
風
景
﹂

で
Ａ
が
和
歌
を
﹁
調
子
を
つ
け
て
口
ず
さ
ん
だ
﹂
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
﹁
歌
﹂
の
貧
し
さ
を
思
い
知
ら
さ
れ
た
こ
と
と
つ
な
が
る
の
で
は

な
い
か
。

柳
田
國
男
は
、
松
浦
か
ら
受
け
た
教
え
に
つ
い
て
﹁
先
生
は
何
べ
ん
も
吟
じ
て
み
て
、
そ
の
上
で
落
ち
着
く
所
が
あ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
。

か
り
そ
め
に
も
天
分
と
い
う
も
の
は
信
ぜ
ず
、
印
象
を
う
け
て
直
ぐ
歌
と
な
る
と
い
う
風
で
は
な
く
、
吟
じ
て
い
る
中
に
自
ず
か
ら
調
の
出
来

る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た(８

)

﹂
と
追
懐
し
て
い
る
。
松
浦
は
吟
じ
る
こ
と
の
大
切
さ
を
日
頃
語
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
柳
田
の
記
憶
に
深
く
留
め

ら
れ
て
い
た
よ
う
だ
。
そ
れ
に
対
し
て
逍
遥
を
読
む
よ
う
に
松
浦
の
発
言
を
読
む
白
鳥
は
、
な
る
ほ
ど
﹁
歌
﹂
と
い
う
も
の
か
ら
疎
外
さ
れ
た

人
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

こ
こ
で
も
う
一
度
、
最
晩
年
の
白
鳥
の
歌
会
始
を
陪
聴
し
て
の
感
想
に
触
れ
た
い
。
﹁
こ
の
会
で
朗
詠
だ
け
聞
い
て
ゐ
る
と
言
葉
の
意
味
は

よ
く
わ
か
ら
な
い
﹂
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
和
歌
と
い
う
も
の
は
﹁
詞
句
の
意
味
だ
け
で
な
く
、
詞
句
が
音
楽
化
し
て
人
の
心
を
動
か
す
こ
と
に

な
る
の
で
あ
ら
う
﹂︵﹁﹁
歌
会
始
め
﹂
陪
聴
記
﹂、
前
掲
︶
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
発
言
は
短
歌
に
お
け
る
音
調
の
重
要
さ
を
自
覚
し
て
い
る
こ

と
を
表
し
て
い
る
と
同
時
に
、﹁
意
味
﹂
を
表
す
手
段
と
し
て
の
短
歌
の
限
界
を
語
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
白
鳥
は
続
け
て
﹁
会
場
は
寂
と
し
て
ゐ

た
。
身
に
染
み
心
に
染
み
て
あ
の
朗
詠
に
感
歎
し
て
ゐ
た
の
で
あ
ら
う
か
。
宮
中
に
お
け
る
古
典
的
歌
謡
曲
と
し
て
、
ひ
そ
か
に
退
屈
し
な
が

ら
、
つ
く
ら
れ
た
る
謹
聴
を
あ
へ
て
し
た
の
で
あ
ら
う
か
﹂
と
い
う
よ
う
に
、
歌
会
の
﹁
退
屈
﹂
さ
を
ほ
の
め
か
し
て
い
る
と
も
と
れ
る
こ
と

を
書
き
添
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
は
や
晩
年
の
白
鳥
に
お
い
て
短
歌
に
対
す
る
葛
藤
は
、
過
去
の
も
の
と
な
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

し
か
し
そ
れ
で
も
な
お
、
短
歌
に
対
す
る
白
鳥
の
思
い
と
は
、
否
定
的
な
も
の
ば
か
り
で
は
な
い
、
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ト
な
も
の
と
し
て
彼

の
中
で
存
在
し
続
け
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
最
初
に
紹
介
し
た
短
冊
は
昭
和
十
一
年
こ
ろ
揮
毫
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
前
後
の
白

鳥
は
積
極
的
に
旅
行
に
出
歩
い
て
い
る
。
昭
和
十
年
に
北
海
道
・
樺
太
に
旅
行
し
た
際
、
樺
太
で
先
住
民
族
の
民
謡
を
読
み
﹁
万
葉
集
に
収
め
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て
も
見
劣
り
し
な
い
や
う
な
素
朴
な
詩
趣
を
具
へ
て
ゐ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
﹂︵
﹁
北
遊
記
﹂﹃
中
央
公
論
﹄
昭

・
８
︶
と
い
う
感
想
を
洩
ら

10

し
、
民
族
を
問
わ
ず
誰
も
が
歌
を
詠
む
と
い
う
こ
と
に
思
い
を
は
せ
て
い
る
。

小
説
﹁
田
園
風
景
﹂
の
中
で
、
第
二
次
大
戦
前
﹁
わ
が
故
郷
の
海
岸
一
帯
は
軍
用
品
の
工
場
地
と
な
つ
て
ゐ
て
、
石
炭
の
煙
が
藻
塩
焼
く
煙

の
か
は
り
に
、
濛
々
空
に
漲
つ
て
ゐ
た
﹂
と
い
う
よ
う
に
、
故
郷
が
大
き
く
変
貌
を
遂
げ
て
い
る
様
を
描
い
て
い
る
。
そ
れ
も
﹁
石
炭
の
煙
が

藻
塩
焼
く
煙
の
か
は
り
に
﹂
な
っ
た
、
と
い
っ
た
比
喩
を
用
い
て
で
あ
る
。
そ
し
て
﹁﹁
賤
が
伏
屋
﹂﹁
蜑
の
小
舟
﹂﹁
藻
塩
焼
く
煙
﹂
な
ど
、
昔

の
和
歌
の
常
套
語
は
、
今
の
故
郷
の
風
景
に
は
当
て
嵌
ら
な
い
死
語
と
な
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
﹂
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
﹁
和
歌
の
常
套
語
﹂

に
よ
っ
て
は
覆
う
べ
く
も
な
い
流
動
す
る
現
実
を
述
べ
、
歌
の
限
界
を
述
べ
て
い
る
と
同
時
に
、﹁
和
歌
の
常
套
語
﹂
を
﹁
死
語
﹂
た
ら
し
め
た

現
実
を
嘆
い
て
も
い
る
の
だ
ろ
う
。
白
鳥
の
短
歌
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
は
表
面
的
に
は
姿
を
消
す
が
、
一
方
で
︿
短
歌
的
な
も
の
﹀
は
彼
の

価
値
判
断
を
形
作
る
も
の
の
一
つ
と
し
て
密
か
に
生
き
続
け
て
き
た
の
で
は
な
い
か
。

注
︵

︶
花
袋
と
短
歌
に
つ
い
て
は
丸
山
幸
子
﹁
花
袋
と
短
歌
︱
花
袋
と
国
男
・
同
根
異
道
︱
﹂︵﹃
田
山
花
袋
記
念
文
学
館
研
究
紀
要
﹄
第

号
、
２
０
０
８
・

1

21

３
︶
な
ど
、
氏
の
諸
論
に
詳
し
い
。
花
袋
が
生
涯
詠
ん
だ
短
歌
は
、
実
に
四
千
七
百
首
を
超
え
る
の
だ
と
い
う
。

︵

︶
後
藤
亮
﹃
正
宗
白
鳥

文
学
と
生
涯
﹄︵
思
潮
社
、
１
９
７
０
︶

2
︵

︶
松
本
鶴
雄
﹃
ふ
る
さ
と
幻
想
の
彼
方
︱
正
宗
白
鳥
の
世
界
﹄︵
勉
誠
社
、
１
９
９
６
︶

3
︵

︶
こ
う
い
っ
た
白
鳥
の
先
祖
に
あ
た
る
人
々
に
つ
い
て
は
、
磯
佳
和
﹃
伝
記
考
証

若
き
日
の
正
宗
白
鳥
︱
岡
山
編
︱
﹄︵
三
弥
生
書
店
、
１
９
９
８
︶

4
な
ど
を
参
照
。

︵

︶
後
藤
亮
、
注
２
と
同
。

5
︵

︶
松
澤
俊
二
﹁
明
治
期
日
本
の
和
歌
と
︿
政
治
﹀
︱
高
崎
正
風
を
中
心
に
し
て
﹂︵﹃
桃
山
学
院
大
学
社
会
学
論
集
﹄

︵
２
︶、
２
０
１
２
・
３
︶

6

45

︵

︶
敦
夫
と
松
浦
ら
と
を
め
ぐ
る
関
係
に
つ
い
て
は
吉
崎
志
保
子
﹃
階
上
階
下
す
べ
て
書
に
し
て

正
宗
敦
夫
の
世
界
﹄︵
吉
崎
一
弘
、
１
９
８
９
︶
、
兼

7

─ 96 ─



清
正
徳
﹃
桂
園
派
最
後
の
歌
人

松
浦
辰
男
の
生
涯
﹄︵
作
品
社
、
１
９
９
４
︶、
赤
羽
淑
﹃
正
宗
敦
夫
を
め
ぐ
る
文
雅
の
交
流
﹄︵
和
泉
書
院
、
１
９
９

５
︶
を
参
照
。

︵

︶
柳
田
國
男
﹁
旧
派
歌
が
た
り
﹂︵﹃
柳
田
國
男
全
集
﹄

、
筑
摩
書
房
、
２
０
１
４
︶

8

34

︹
付
記
︺

小
野
田
太
久
造
氏
の
ご
令
孫
か
ら
は
、
短
冊
の
掲
載
を
承
諾
頂
い
た
ば
か
り
で
な
く
、
お
忙
し
い
中
お
話
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
、
か
つ

貴
重
な
資
料
を
ご
教
示
頂
き
ま
し
た
。
こ
の
場
を
借
り
て
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

︵
文
学
部
助
教
︶

─ 97 ─


