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1

に

よ一
る九
次一
の○
よ＿
う明
な治
詩四
が三
掲）
載年
さ二
れ月
て一
い日
る発
゜行

　の

新
浦
島

『
ス
バ
ル
』
に
は
、
与
謝
野
寛

な
ん
と
近
頃
め
づ
ら
し
い
で
は
な
い
か
、

二
代
目
の
浦
島
太
郎
さ
ん
が
帰
つ
て
来
た
と
さ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
う
が
は

こ
ん
ど
の
太
郎
さ
ん
は
よ
ツ
ぽ
ど
風
変
り
。

　
　
　
　
　
　
う
へ
　
だ
い
か
く
せ
い
　
　
　
　
　
か

お
茶
の
水
の
橋
の
上
で
大
学
生
に
問
ひ
掛
け
る
。

　
お
や
ぢ

『
老
父
は
ゐ
る
か
。
』

　
き
さ
ま
　
　
お
や
ぢ
　
　
に
ツ
し
ん
せ
ん
さ
う

『
貴
様
の
老
父
は
日
清
戦
争
で
死
ん
だ
よ
。
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ろ
　
　
　
　
　
　
　
　
う
な
つ

『
さ
う
か
。
』
と
太
郎
さ
ん
は
軽
く
笑
ツ
て
頷
い
た
ば
か
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ど
　
ニ

ニ
代
目
の
浦
島
太
郎
さ
ん
は
何
処
に
ゐ
る
。

の
ん
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
つ
そ
く
か
し
や
　
　
さ
が
　
　
　
　
す

呑
気
な
太
郎
さ
ん
は
早
速
貸
家
を
探
し
て
住
ん
で
ゐ
る
。

　
　
　
　
が
け
う
へ
　
　
ひ
ん
　
　
　
　
　
　
に
ほ
ん
づ
く
り

山
の
手
の
崖
上
の
品
の
よ
い
日
本
造
に
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
や
げ

二
代
目
の
浦
島
太
郎
さ
ん
の
お
土
産
は
、

ひ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
た
　
　
　
　
　
　
　
　
み
い
　
　
よ
う
　
　
い
い
　
　
む
う
　
　
な
な

一
つ
で
な
い
、
二
つ
で
な
い
、
三
、
四
、
五
、
⊥
ハ
、
七
つ
の
玉
手
箱
。

ひ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
プ
　
ル
　
ム
　
ウ
　
ラ
　
　
ひ
め
　
　
　
　
　
し
ん
ざ
う

一
つ
の
箱
に
は
「
⊂
カ
⊂
家
⊂
↑
〉
姫
の
赤
い
心
臓
。

　
　
　
　
　
じ
や
く
じ
や
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
い
　
　
　
　
　
　
ふ
ら
う
ふ
　
し
　
　
し
ん
や
く

次
の
箱
に
は
『
寂
静
』
と
云
ふ
、
黄
ろ
い
、
不
老
不
死
の
神
薬
。

　
　
　
　
　
　
　
ニ
イ
チ
エ
　
か
た
み

わ
か
わ
か
　
め
い
し
よ
く
か
め
ん

又
次
の
箱
に
は
Z
田
↓
N
°
力
○
＝
両
が
形
見
の
若
若
し
い
明
色
の
仮
面
。

よ
ば
ん
め
　
　
　
　

サ
ン
ト
ウ
ル
　

い
き
ち

四
番
目
の
箱
に
は
○
両
Z
↓
〉
ご
力
の
生
血
を
試
験
管
に
入
れ
て
、

ヰ
タ
　
セ
ク
ス
ア
リ
ス
　

は
り
ふ
だ

く
弓
〉
。
っ
団
×
〉
＝
°
り
と
貼
札
が
し
て
あ
る
。

　
　
　
〔
マ
　
マ
】

と
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
の
よ
ば
ん
め
　
　
　
　
　
ぢ
や
う
ま
へ

時
の
内
務
大
臣
は
此
四
番
目
の
箱
に
錠
前
を
掛
け
さ
せ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
だ
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
の
は
ニ

呑
気
な
太
郎
さ
ん
は
黙
ツ
て
笑
ツ
て
其
箱
を
棚
に
上
げ
た
。

四
一



四
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が
け
し
た
　
　
む
ね
わ
り
な
が
や
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
ん
ぱ
く
こ
ぞ
う

崖
下
の
棟
割
長
屋
に
う
よ
う
よ
と
ゐ
る
腕
白
小
僧
が

を
り
く
は
ひ
あ
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
い
　
あ
な
　
の
ぞ

折
々
葡
上
ツ
て
来
て
は
太
郎
さ
ん
の
塀
の
孔
を
覗
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
や

さ
う
し
て
『
太
郎
さ
ん
は
古
い
や
あ
い
。
』
と
難
す
。

　
　
　
　
　
は
ま
き
　
　
く
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
た
　
　
あ

太
郎
さ
ん
は
葉
巻
を
吻
へ
た
儘
、
五
番
目
の
箱
の
蓋
を
開
け
る
。

　
　
　
　
　
を
の
じ
ゆ
ん
い
ち
さ
く
　
　
　
　

め
い
　
　
　
ま
る

箱
か
ら
は
『
小
野
潤
一
作
』
と
裏
に
銘
の
あ
る
円
い
鏡
が
出
て
く
る
。

　
　
　
　
　
う
つ
く

太
郎
さ
ん
は
美
し
い
鏡
に
向
い
て
、
少
し
白
い
の
が
混
ツ
て
る
髭
を
剃
り

出
し
た
。

し

な

い
o

呑
気
な

太
郎
さ

ん

は

別

れ
て
来
た

乙2
姫8
さ

ん

の

事
な

ん

か
少
し

も

思
ツ

て

や

た
鴎
外
が
、
伊
井
蓉
峰
の
求
め
に
応
じ
て
書
き
、
同
年
十
二
月
『
歌
舞
伎
』
の
別

冊
と
し
て
発
表
し
た
の
が
、
戯
曲
『
玉
筐
雨
浦
峻
』
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
〈
浦
喚

太
郎
〉
の
〈
事
業
〉
を
〈
後
ノ
太
郎
〉
が
発
展
的
に
継
承
す
る
様
が
劇
の
形
で
描

か
れ
て
い
た
。
し
か
も
、
こ
の
『
玉
薩
南
浦
填
』
は
、
文
壇
復
帰
後
の
鴎
外
の
本

格
的
創
作
の
第
一
作
で
も
あ
っ
た
。
与
謝
野
寛
の
見
立
て
が
こ
う
し
た
事
情
を
踏

ま
え
て
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
ま
ち
が
い
な
い
。
我
々
は
、
寛
の
見
立
て
の
中

に
、
文
壇
復
帰
後
の
鴎
外
の
活
動
の
質
を
考
え
る
上
で
の
示
唆
的
な
も
の
を
見
い

だ
す
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

　
本
稿
で
は
、
『
玉
俵
雨
浦
峻
』
を
小
倉
で
一
旦
死
ん
だ
鴎
外
漁
史
の
再
生
を
宣

言
す
る
書
と
し
て
捉
え
、
そ
の
作
品
世
界
を
追
尋
す
る
こ
と
で
、
〈
第
二
の
浦
島

太
郎
〉
と
し
て
見
立
て
ら
れ
た
文
壇
復
帰
後
の
鴎
外
が
目
指
し
た
も
の
に
つ
い
て

検
討
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
小
倉
赴
任
後
〈
鴎
外
漁
史
は
こ
・
に
死
ん
だ
〉
と
宣
言
し
た
鴎
外
森
林
太
郎
が
、

長
い
沈
黙
時
代
を
経
て
日
露
戦
争
後
の
文
壇
に
復
帰
し
て
く
る
状
況
が
、
見
事
に

捉
え
ら
れ
た
詩
で
あ
る
。
ま
た
、
文
壇
に
復
帰
し
た
鴎
外
が
何
を
も
た
ら
し
、
そ

れ
ら
が
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
た
か
に
つ
い
て
も
、
簡
潔
に
、
興
味
深
い
視

点
で
描
か
れ
て
い
る
。
与
謝
野
寛
の
筆
は
、
時
代
の
若
い
息
吹
と
か
か
わ
り
な
が

ら
意
気
込
ん
で
文
学
活
動
を
再
開
し
て
い
く
鴎
外
の
気
負
い
を
、
見
事
に
感
じ

取
っ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
詩
の
中
で
与
謝
野
寛
が
、
文
壇
に
復
帰
し
た
鴎
外
を
〈
二
代

目
の
浦
島
太
郎
さ
ん
〉
に
見
立
て
た
の
に
は
、
理
由
が
あ
っ
た
。
一
九
〇
二
（
明

治
三
五
）
年
三
月
第
一
師
団
軍
医
部
長
に
補
せ
ら
れ
、
小
倉
か
ら
東
京
に
帰
任
し

2

　
『
玉
医
雨
浦
喚
』
が
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
書
か
れ
た
か
に
つ
い
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

身
が
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

鴎
外
自

　
初
め
伊
井
の
要
求
は
、
余
に
フ
ア
ウ
ス
ト
の
筋
を
聞
き
、
座
付
の
作
者
を
し

て
、
中
幕
に
仕
組
ま
せ
た
い
と
い
ふ
の
で
あ
つ
た
。
余
の
い
ふ
に
は
、
フ
ア
ウ

ス
ト
は
二
日
掛
り
に
演
ず
る
程
の
も
の
で
、
中
幕
に
仕
組
む
べ
き
処
を
抜
く
こ

と
は
、
殆
ど
出
来
な
い
。
そ
れ
故
何
か
代
り
を
と
い
ふ
の
で
、
浦
島
を
書
い
た
。

浦
島
と
決
め
た
の
は
、
フ
ア
ウ
ス
ト
が
老
人
で
あ
つ
て
若
返
る
の
と
、
丁
度
反

対
に
壮
年
の
も
の
が
忽
ち
老
翁
に
な
る
と
い
ふ
処
を
考
へ
た
の
も
、
一
つ
の
原



334鴎外漁史の再生

因
に
な
つ
て
居
る
。

ま
た
、
鴎
外
に
執
筆
を
依
頼
し
た
伊
井
蓉
峰
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
今
度
の
両
浦
島
を
鴎
外
先
生
に
書
い
て
戴
く
に
至
つ
た
動
機
は
、
川
上
さ
ん

が
欧
羅
巴
か
ら
帰
つ
て
来
て
、
其
洋
行
土
産
に
明
治
座
で
沙
翁
の
オ
セ
ロ
を
す

る
と
い
ふ
事
な
の
で
、
実
は
其
と
張
合
う
心
で
あ
つ
た
の
で
す
。

　
当
時
の
〈
洋
行
帰
り
の
俳
優
中
に
は
文
学
者
と
演
劇
と
の
関
係
を
密
着
せ
し
む

る
と
云
ふ
の
点
に
重
き
を
置
く
〉
と
い
う
傾
向
が
強
く
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
帰
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ド
ラ
マ

し
て
間
も
な
い
川
上
音
二
郎
も
〈
正
劇
〉
と
銘
打
っ
て
〈
青
年
文
士
江
見
水
蔭
氏

が
一
千
圓
の
報
酬
に
て
脚
色
脱
稿
し
た
る
〉
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
『
オ
セ
ロ
』
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

明
治
座
で
上
演
す
る
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
川
上
の
動
き
に
対
抗
す

る
形
で
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
の
筋
を
聞
い
た
伊
井
が
鴎
外
に
執
筆
を
依
頼
し
、
フ
ァ

ウ
ス
ト
が
老
年
か
ら
青
年
に
な
っ
て
再
び
世
の
中
に
出
る
と
い
う
趣
向
か
ら
浦
島

伝
説
を
想
起
し
た
鴎
外
は
、
青
年
か
ら
老
人
に
な
る
代
わ
り
に
再
び
青
春
を
そ
の

〈
事
業
〉
と
と
も
に
二
代
目
の
〈
浦
島
〉
に
よ
っ
て
回
復
す
る
と
い
う
『
玉
俵
両

浦
峻
』
を
執
筆
し
た
と
い
う
わ
け
だ
。

　
ゲ
ー
テ
の
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
第
一
部
に
は
、
悪
魔
メ
フ
ィ
ス
ト
フ
ェ
レ
ス
に
ア

ウ
エ
ル
バ
ハ
の
酒
場
へ
連
れ
て
行
か
れ
、
学
生
と
飲
ん
で
騒
ぐ
け
れ
ど
も
、
す
で

に
五
十
歳
を
越
え
て
い
る
た
め
十
分
に
楽
し
め
な
い
フ
ァ
ウ
ス
ト
が
、
メ
フ
ィ
ス

ト
フ
ェ
レ
ス
と
と
も
に
魔
女
の
と
こ
ろ
へ
行
き
、
若
返
り
の
秘
薬
を
飲
ん
で
、
二

十
代
の
青
年
に
変
わ
る
、
と
い
う
変
身
謹
的
な
話
が
含
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
、
第

二
部
で
は
、
日
常
的
な
時
間
や
空
間
を
超
え
た
世
界
が
背
景
と
な
っ
た
場
面
が
多

く
登
場
す
る
。
こ
う
し
た
要
素
が
、
鴎
外
に
浦
島
伝
説
を
想
起
さ
せ
た
、
と
い
う

こ
と
は
十
分
考
え
ら
れ
る
。

　
し
か
し
、
こ
う
し
た
契
機
は
、
鴎
外
自
身
が
述
べ
て
い
る
と
お
り
、
あ
く
ま
で

も
〈
一
つ
の
原
因
〉
で
し
か
な
い
。
た
と
え
ば
、
〈
承
り
ま
す
と
、
こ
れ
は
浦
島

太
郎
の
課
を
材
料
に
し
て
、
こ
れ
に
先
生
の
お
考
へ
を
吹
込
ん
で
、
唯
今
欧
羅
巴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
＞

で
持
難
し
て
居
る
ハ
ウ
プ
ト
マ
ン
な
ど
の
書
き
方
を
模
し
た
の
だ
さ
う
で
〉
と
か
、

〈
又
近
頃
独
逸
で
持
て
難
す
、
ハ
ウ
プ
ト
マ
ン
の
沈
鐘
の
う
ち
に
、
ラ
ウ
テ
ン
デ

ラ
イ
ン
の
涙
が
玉
と
な
る
を
、
水
精
ニ
ケ
ル
マ
ン
が
「
こ
の
小
さ
な
玉
の
う
ち
に
、

世
の
中
の
あ
る
と
あ
ら
ゆ
る
愁
し
み
喜
こ
び
が
籠
つ
て
居
る
、
こ
れ
は
涙
と
い
ふ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

も
の
だ
」
と
い
つ
て
あ
る
の
に
、
対
照
し
て
非
常
に
面
白
く
感
じ
ま
し
た
〉
と
い
っ

た
同
時
代
の
証
言
・
批
評
が
あ
る
。
ま
た
、
〈
部
分
的
に
は
、
そ
の
頃
鴎
外
の
よ

ん
で
い
た
ハ
ウ
プ
ト
マ
ン
の
「
沈
鐘
」
の
影
響
も
み
ら
れ
る
。
た
と
へ
ば
人
間
な

ら
ぬ
乙
姫
が
別
れ
の
あ
ま
り
な
か
な
し
さ
に
、
人
間
の
や
う
な
涙
を
こ
ぼ
す
、
そ

れ
が
真
珠
の
玉
に
な
る
と
い
ふ
く
だ
り
、
謡
曲
の
「
今
浦
」
に
う
た
は
れ
て
ゐ
る

鮫
人
の
涙
の
珠
の
伝
説
に
よ
り
所
は
あ
り
な
が
ら
、
や
は
り
「
沈
鐘
」
の
山
の
妖

女
が
、
人
間
の
情
に
感
じ
て
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
の
涙
を
こ
ぼ
す
趣
向
と
関
係
な
く
は

　
　
（
ヱ

あ
る
ま
い
〉
と
い
う
よ
う
な
、
ハ
ウ
プ
ト
マ
ン
の
『
沈
鐘
』
か
ら
の
影
響
を
は
っ

き
り
と
指
摘
す
る
声
も
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
ハ
ウ
プ
ト
マ
ン
か
ら
の
刺
激
に
加
え

て
、
第
一
に
、
ク
ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
「
純
抗
抵
の
原
則
」
の
う
ち
に
限
定
的
放

棄
、
限
定
的
断
念
の
考
え
が
、
小
倉
時
代
を
経
る
こ
と
で
ゲ
ー
テ
の
諦
念
の
思
想

を
鴎
外
に
意
識
さ
せ
る
素
地
と
き
っ
か
け
を
作
る
に
関
与
し
た
こ
と
、
第
二
に
、

王
陽
明
の
「
知
行
合
こ
の
説
や
熊
沢
蕃
山
の
「
事
業
」
に
生
き
る
人
生
態
度
へ

四
三
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（
8
）

の
関
心
が
深
ま
っ
た
こ
と
、
を
重
視
す
る
指
摘
も
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
『
玉
俵
両
浦
喚
』
執
筆
の
動
機
、
あ
る
い
は
題
材
と
し
て
浦
島

伝
説
が
選
ば
れ
た
理
由
は
、
必
ず
し
も
単
純
で
は
な
い
。
小
倉
時
代
の
思
想
体
験

を
も
視
野
に
入
れ
、
鴎
外
自
身
の
内
部
に
潜
む
、
作
品
を
書
か
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
必
然
性
に
目
を
向
け
る
必
要
が
あ
り
そ
う
だ
。
ま
ず
は
、
作
品
の
内
容
に
つ
い

て
紹
介
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。

3

　
『
玉
薩
爾
浦
峻
』
は
、
「
上
ノ
巻
」
と
「
下
ノ
巻
」
と
か
ら
成
る
。

　
「
上
ノ
巻
」
は
龍
宮
城
の
場
で
あ
る
。
龍
宮
城
で
安
逸
な
日
々
を
送
っ
て
い
た
〈
浦

島
太
郎
〉
は
、
あ
る
日
思
い
も
か
け
ぬ
夢
を
見
る
。
そ
の
内
容
を
語
り
明
か
す
と
、

〈
乙
姫
〉
は
、
〈
太
郎
〉
の
望
郷
の
念
が
強
く
な
っ
た
こ
と
を
感
じ
取
り
、
次
の

よ
う
に
語
り
か
け
る
。

そ
は
お
そ
ろ
し
き
　
お
ん
ゆ
め
を

　
　
み

お
ん
身
は
ご
ら
ん
　
な
さ
れ
し
よ
な
。

　
　
　
け
も
の

く
が
に
獣
と
　
た
た
か
ふ
も
、

　
　
　
は
た
う

う
み
に
波
濤
と
　
あ
ら
そ
ふ
も
、

　
　
に
ん
げ
ん
　
　
　
め
い

そ
は
人
間
の
　
命
な
ら
ん
。

あ
め
か
ぜ
し
ら
ぬ
　
こ
の
く
に
に
て

わ
ら
は
と
と
も
に
　
く
ら
す
を
ば

　
　
み

お
ん
身
は
う
れ
し
と
　
お
ぼ
さ
ぬ
か
。

　
〈
太
郎
〉
の
心
を
龍
宮
に
つ
な
ぎ
と
め
よ
う
と
必
死
の

郎
〉
は
次
の
よ
う
に
告
げ
る
。

　
　
　
　
　
お
も
　
　
　
　
　
　
ゆ
め

い
や
と
よ
。
思
は
ぬ
　
夢
と
い
へ
ど
、

　
　
　
　
ひ

ま
こ
と
は
日
ご
ろ
　
わ
が
む
ね
に

つ
つ
め
る
こ
と
の
　
い
つ
し
か
に

こ
り
て
ゆ
め
と
や
　
な
り
ぬ
ら
ん
。

か
つ
　
　
　
　
み
つ

渇
し
て
水
を
　
お
も
ふ
ご
と

　
　
　
　
つ
き
　
　
　
　
　
　
へ
い
　
　
わ
　
　
　
　
　
う

こ
の
と
し
月
の
　
平
和
に
倦
み

　
　
　
　
じ
　
　
げ
ふ

い
ま
は
　
事
業
　
の
　
し
た
は
し
く

な
り
ぬ
る
も
の
か
、
　
お
ぼ
つ
か
な
。

四
四

〈
乙
姫
〉
に
対
し
、
．
〈
太

　
も
ち
ろ
ん
、
〈
太
郎
〉
の
〈
乙
姫
〉
に
対
す
る
愛
が
さ
め
た
と
い
う
わ
け
で
は

な
い
。
し
か
し
、
〈
太
郎
〉
は
二
人
の
本
質
的
な
違
い
を
認
識
し
た
上
で
、
別
離

を
決
意
す
る
の
で
あ
る
。

い
う
　
　
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す

色
も
香
も
あ
る
　
お
こ
と
を
棄
て
、

こ
こ
の
み
や
ゐ
を
　
た
ち
さ
ら
ん
は
、

こ
こ
ろ
ぐ
る
し
き
　
か
ぎ
り
な
れ
ど
、

　
　
　
　
し
ぜ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
と

お
こ
と
は
自
然
、
　
わ
れ
は
人
、

　
　
　
　
も
の

お
こ
と
は
物
の
　
お
の
つ
か
ら

　
成
る
を
よ
ろ
こ
び
、
わ
れ
は
ま
た

　
　
　
　
　
ニ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
な

こ
と
さ
ら
に
事
を
　
為
さ
ん
と
す
れ
ば
、



ふ
た
り
の
こ
こ
ろ
は

あ合
ひ
が
た
し
。

　
人
間
は
自
然
に
対
し
て
手
を
加
え
、
自
然
以
上
の
も
の
を
創
り
出
そ
う
と
す
る

が
、
自
然
は
あ
く
ま
で
も
、
進
歩
向
上
な
ど
と
は
無
縁
で
あ
る
。
自
然
と
人
間
の

相
違
を
認
識
し
た
〈
太
郎
〉
は
、
〈
こ
と
さ
ら
に
事
を
為
さ
ん
〉
と
す
る
た
め
に

人
の
世
に
帰
る
の
で
あ
る
。

　
は
ら
は
ら
と
涙
を
流
し
な
が
ら
、
〈
の
こ
る
わ
ら
は
は
　
け
ふ
よ
り
は
／
た
れ

と
と
も
に
か
　
も
の
い
は
ん
〉
と
口
を
つ
ぐ
む
こ
と
で
別
離
の
苦
し
さ
に
耐
え
よ

う
と
す
る
〈
乙
姫
〉
に
対
し
、
〈
太
郎
〉
も
同
様
の
決
意
を
告
げ
る
。

か
へ
　
　
　
か
へ

覆
せ
ば
返
ら
ぬ

　
　
な
み
だ
　
　
た
ま

あ
の
涙
の
玉
と

な
み
だ
と
と
も
に

し
つ
ら
ひ
な
せ
る

　
　
　
　
　
せ

こ
れ
を
わ
が
兄
に

ま
た
あ
ふ
こ
と
の

こ
の
は
こ
を
ゆ
め

み
つ
に
か
へ
、
（
水
を
傾
く
、
口
女
に
。
）
1

か
ヂ
み

鏡
を
こ
れ
へ
、
（
口
女
二
重
に
上
り
二
品
を
取
り
渡
す
。
）

（
珠
を
釣
瓶
に
入
る
。
）

ニ
コ
ろ

心
を
こ
め
（
息
を
嘘
き
込
む
。
）

た
ま
く
し
げ
、
（
鏡
を
蓋
に
掩
ふ
。
）

ま
ゐ
ら
せ
ん
。
（
錦
に
包
む
。
夫
の
方
へ
向
く
。
）

あ
ら
ん
ま
で
。

あ
け
た
ま
ふ
な
。
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わ
れ
も
お
こ
と
と
　
さ
ざ
め
ご
と
の

か
た
れ
ど
つ
き
ぬ
　
そ
れ
な
ら
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
う
　
　
ぜ
つ

い
ま
よ
り
の
ち
は
　
口
舌
を

　
じ
　
　
げ
ふ

　
事
　
業
　
の
あ
た
と
　
お
も
ひ
つ
つ

　
　
　
　
く
ち

お
な
じ
く
口
を
　
つ
ぐ
む
べ
し
。

　
け
っ
き
ょ
く
、
〈
太
郎
〉
は
、
先
に
龍
宮
へ
来
た
時
の
服
装
に
戻
り
、
釣
り
竿

を
受
け
取
っ
て
、
立
ち
去
ろ
う
と
す
る
。
そ
れ
に
対
し
、
〈
乙
姫
〉
は
、
自
ら
流

し
た
涙
の
真
珠
と
化
し
た
も
の
を
釣
瓶
に
入
れ
、
鏡
で
蓋
を
し
て
〈
太
郎
〉
に
与

え
る
。

　
　
ふ
ら
う

こ
の
不
老
の
ゐ
に

う
き
し
づ
み
せ
し

い
く
ち
と
せ

　
　
ま
り

こ
の
鈍
の
（
釣
瓶
を
取
る
。
）

　
〈
太
郎
〉
は
〈
事
業
〉
に
生
き
る
た
め
、
私
的
な
愛
の
世
界
を
捨
て
た
の
で
あ
る
。

そ
の
〈
事
業
〉
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
「
下
ノ
巻
」
で
明

ら
か
に
さ
れ
る
。

　
「
下
ノ
巻
」
は
、
丹
後
の
国
与
謝
の
浦
筒
川
村
の
場
で
あ
る
。
帰
郷
し
た
〈
太
郎
〉

と
、
こ
れ
か
ら
外
国
遠
征
の
途
に
上
ろ
う
と
す
る
〈
後
ノ
太
郎
〉
と
の
対
話
を
中

心
に
展
開
す
る
。
怪
し
い
男
と
見
な
さ
れ
た
〈
太
郎
〉
と
〈
後
ノ
太
郎
〉
と
が
押

し
問
答
す
る
う
ち
に
、
〈
乙
姫
〉
か
ら
も
ら
っ
た
錦
が
ほ
ぐ
れ
、
厘
の
中
か
ら
た

く
さ
ん
の
真
珠
が
こ
ぼ
れ
散
り
、
白
雲
が
た
な
び
く
と
と
も
に
、
〈
太
郎
〉
は
白

髪
の
老
人
と
な
る
。
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
二
人
は
互
い
の
名
前
や
境
遇
を
明
か
し
、

先
祖
と
子
孫
の
関
係
で
あ
る
こ
と
を
知
る
。
そ
こ
で
〈
後
ノ
太
郎
〉
は
、
次
の
よ

う
に
述
べ
る
。

　
　
ち
ヨ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ら
し
ま

わ
が
父
な
り
し
　
浦
島
ら
の

四
五



四
六
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と
ほ
き
え
み
し
を
　
う
ち
し
よ
り
、

へ
い
あ
ん
じ
や
う

平
安
城
の
　
み
よ
さ
か
え
、

　
　
　
　
　
　
　
　
き
く
わ

み
つ
ぎ
す
る
も
の
　
帰
化
す
る
も
の

ひ
き
も
き
ら
ね
ど
、
　
も
の
の
ふ
の

　
　
　
　
あ

こ
こ
ろ
は
歴
か
ず
、
　
ひ
の
も
と
の

ぶ
め
い

武
名
を
な
ほ
も
　
あ
げ
ん
た
め
、

わ
た
つ
み
こ
え
て
　
と
ほ
つ
く
に
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
ふ
ら

わ
た
ら
ん
と
こ
そ
お
も
ひ
候
へ
。

　
年
老
い
た
〈
太
郎
〉
は
、
そ
の
精
神
を
大
い
に
喜
び
、
〈
乙
姫
〉
の
涙
が
変
化

し
た
真
珠
を
〈
い
く
さ
の
た
す
け
〉
に
与
え
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

じ
げ
ふ

事
業
を
わ
か
き

つ
た
へ
お
こ
な
ふ

こ
れ
も
ひ
と
つ
の

わ
れ
は
こ
れ
よ
り

か
た
ち
を
か
く
し
、

な
り
ゆ
く
さ
ま
を

わ
が
す
ゑ
に

こ
と
を
う
る
、

ふ
ら
う
ふ
　
し

不
老
不
死
。

や
ま
ふ
か
く

　
ひ
と
の
よ
の

ま
　
　
も

目
守
り
て
ん
。

け
っ
き
ょ
く
作
品
は
、
〈
お
も
ふ
は
先
祖
〉
〈
行
ふ
は
／
子
孫
に
こ
そ
あ
れ
〉
と
、

〈
事
業
〉
を
伝
え
て
い
く
こ
と
の
永
続
性
を
訴
え
つ
つ
、
閉
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

4

　
こ
の
作
品
に
つ
い
て
、
〈
乙
姫
を
「
自
然
」
の
象
徴
と
し
て
、
こ
れ
に
恋
愛
と

平
和
の
精
神
を
賦
与
し
、
浦
島
太
郎
を
「
人
間
」
の
象
徴
と
し
て
、
こ
れ
に
事
業

と
戦
闘
と
の
行
為
を
賦
与
し
た
〉
〈
構
想
の
中
に
鴎
外
の
精
神
を
探
る
こ
と
は
決

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

し
て
不
当
で
は
な
い
〉
と
す
る
岡
崎
義
恵
は
、
次
の
よ
う
な
見
解
を
示
し
て
い
る
。

　
浦
島
の
こ
の
別
離
は
、
自
然
と
人
間
、
平
和
と
争
闘
と
い
ふ
や
う
な
「
異
類
」

の
も
の
の
相
合
し
難
い
こ
と
を
告
げ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
伴
つ
て
恋
愛

の
否
定
乃
至
超
克
と
い
ふ
思
想
が
あ
ら
は
れ
て
居
る
。
強
ひ
て
い
へ
ば
更
に
そ

の
背
後
に
男
と
女
と
が
「
異
類
」
的
な
存
在
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
と

も
い
ひ
得
る
が
、
其
処
ま
で
い
ふ
の
は
行
き
過
ぎ
で
あ
る
と
し
て
も
、
と
も
か

く
「
異
類
」
を
結
ん
で
同
類
と
す
る
根
本
的
な
力
と
し
て
の
愛
が
否
定
さ
れ
て

ゐ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
岡
崎
は
、
作
品
の
テ
ー
マ
を
〈
浦
島
太
郎
が
人
間
と
し
て
の
事
業
を
自

己
の
本
分
と
思
ふ
や
う
に
な
つ
て
、
乙
姫
と
の
恋
愛
を
棄
て
る
と
い
ふ
〉
と
こ
ろ

に
見
、
〈
し
か
し
そ
れ
に
よ
つ
て
自
身
事
業
の
人
と
し
て
立
つ
力
を
失
ひ
、
も
は

や
傍
看
す
る
人
と
し
て
仙
郷
に
類
す
る
世
界
へ
隠
れ
ざ
る
を
得
な
か
つ
た
〉
と
指

　
（
1
0
）

摘
す
る
。
〈
人
間
的
な
生
の
力
を
喪
失
し
、
老
衰
の
世
界
に
入
つ
た
〉
〈
浦
島
太
郎
〉

の
中
に
、
〈
一
脈
の
寂
し
き
諦
念
に
似
た
も
の
を
伴
ひ
つ
つ
、
冷
々
澹
々
と
し
て

傍
看
の
山
路
を
歩
む
〉
鴎
外
の
姿
を
見
よ
う
と
い
う
見
解
は
、
な
か
な
か
魅
力
的

だ
。
た
だ
し
、
こ
の
作
品
の
中
で
浦
島
帰
還
の
動
機
と
な
る
〈
事
業
〉
と
い
う
言
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葉
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
は
ず
だ
。

　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
岡
崎
が
、
日
露
戦
争
の
起
こ
る
前
々
年
の
作
品

で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
つ
つ
〈
事
業
〉
を
解
釈
し
、
〈
浦
島
の
出
陣
と
い
ふ
こ
と

は
近
松
の
「
浦
島
年
代
記
」
に
先
縦
も
あ
る
が
、
こ
の
説
話
に
や
や
ふ
さ
は
し
く

な
い
構
想
の
や
う
で
も
あ
る
。
し
か
し
日
本
の
通
俗
的
な
劇
場
に
上
演
す
る
為
に

は
、
こ
の
程
度
も
已
む
を
得
な
い
こ
と
で
あ
つ
た
か
も
知
れ
な
い
〉
と
し
、
〈
戦

争
を
取
り
入
れ
て
は
ゐ
る
が
、
征
服
的
意
図
は
重
要
な
も
の
で
は
な
い
〉
と
述
べ

　
（
1
1
）

て
い
る
。
ま
た
、
本
間
久
雄
は
、
こ
の
作
品
に
は
〈
軍
国
主
義
的
雰
囲
気
が
濃
厚

に
裏
づ
け
ら
れ
て
ゐ
る
〉
と
し
、
そ
の
理
由
を
〈
日
露
戦
役
の
直
前
に
つ
く
ら
れ

た
も
の
だ
か
ら
〉
と
述
べ
な
が
ら
も
、
最
終
的
に
は
〈
鴎
外
が
軍
国
主
義
者
で
あ

つ
た
か
、
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
で
あ
つ
た
か
な
ど
は
、
こ
の
場
合
、
敢
て
問
ふ
べ
き

で
な
い
。
吾
々
は
、
た
だ
鴎
外
が
、
当
時
の
、
わ
が
時
代
思
潮
の
一
つ
で
あ
つ
た

国
力
拡
張
の
立
場
か
ら
の
軍
国
主
義
的
要
求
の
一
つ
を
、
い
ち
早
く
把
握
し
て
、

そ
し
て
、
そ
の
立
場
か
ら
浦
島
伝
説
を
解
釈
し
、
そ
し
て
、
そ
こ
に
、
作
者
自
身

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

の
哲
学
を
加
味
し
た
と
こ
ろ
を
、
鑑
賞
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
〉
と
述
べ
て
い
る
。

両
者
の
指
摘
に
あ
る
よ
う
に
、
『
玉
薩
南
浦
喚
』
が
時
代
の
空
気
を
反
映
し
、
〈
大

　
　
　
　
　
（
1
3
）

日
本
膨
脹
の
説
話
〉
と
し
て
享
受
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

し
か
し
鴎
外
自
身
は
、
よ
り
広
い
意
味
で
〈
事
業
〉
と
い
う
言
葉
を
用
い
た
は
ず

で
あ
る
。

　
以
下
に
挙
げ
る
の
は
、
一
九
〇
一
（
明
治
三
四
）
年
九
月
こ
ろ
と
推
定
さ
れ
る

母
親
峰
子
宛
書
簡
の
一
節
で
あ
る
が
、
〈
家
事
（
姑
に
仕
へ
子
を
育
つ
る
な
ど
）

の
た
め
何
事
（
文
芸
な
ど
）
も
出
来
ぬ
〉
焦
燥
を
訴
え
て
き
た
妹
小
金
井
喜
美
子

の
書
簡
に
触
れ
な
が
ら
、
自
身
の
心
境
を
語
っ
て
い
る
。

　
お
き
み
さ
ん
の
書
状
を
見
る
ご
と
に
、
何
と
か
し
て
道
を
学
ぷ
と
い
ふ
こ
と

を
始
め
ら
れ
た
し
と
存
候
。
道
と
は
儒
教
で
も
仏
教
で
も
西
洋
の
哲
学
で
も
好

け
れ
ど
、
西
洋
の
哲
学
な
ど
は
宜
し
き
師
な
き
故
、
儒
で
も
仏
で
も
ち
と
深
き

と
こ
ろ
を
心
得
た
る
人
を
た
つ
ね
て
聴
か
れ
度
候
。
（
中
略
）
少
し
こ
の
方
に

意
を
用
ゐ
ら
れ
候
は
ば
、
人
は
何
の
た
め
に
世
に
あ
り
、
何
事
を
な
し
て
好
き

か
と
い
ふ
こ
と
を
考
ふ
る
や
う
に
な
ら
る
る
な
ら
ん
。
（
中
略
）
道
が
わ
か
れ

ば
い
は
ゆ
る
家
事
が
非
常
に
愉
快
な
る
、
非
常
に
大
切
な
る
こ
と
と
な
る
筈
に

候
。
又
芸
に
秀
つ
る
人
は
、
警
へ
ば
花
ば
か
り
咲
く
草
木
の
如
し
。
松
柏
な
ど

は
花
は
無
き
に
同
じ
。
さ
れ
ど
松
柏
を
劣
れ
り
と
は
す
べ
か
ら
ず
候
。
何
で
も

お
の
れ
の
目
前
の
地
位
に
処
す
る
手
段
を
工
夫
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
に
候
。

　
〈
道
を
学
ぶ
〉
と
い
う
こ
と
を
通
し
て
〈
お
の
れ
の
目
前
の
地
位
に
処
す
る
手

段
を
工
夫
〉
す
る
必
要
性
を
説
い
て
い
る
が
、
日
常
の
些
細
な
行
為
・
営
み
の
意

義
を
認
め
よ
う
と
し
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
。
さ
ら
に
こ
の
姿
勢
は
、
同
じ
く

一
九
〇
一
（
明
治
三
四
）
年
十
二
月
五
日
の
小
金
井
喜
美
子
宛
書
簡
に
受
け
継
が

れ
る
。
こ
の
書
簡
の
中
で
鴎
外
は
、
〈
近
頃
井
上
通
泰
、
熊
沢
蕃
山
の
伝
を
校
正

上
本
せ
し
を
見
る
に
、
蕃
山
の
詞
に
、
敬
義
を
以
て
す
る
時
は
髪
を
椀
り
手
を
洗

ふ
も
善
を
為
す
也
。
然
ら
ざ
る
時
は
九
た
び
諸
侯
を
合
す
と
も
徒
為
の
み
と
有
之

候
。
蕃
山
ほ
ど
の
大
事
業
あ
る
人
に
し
て
此
言
始
め
て
可
味
な
る
べ
し
と
難
、
即

是
先
日
申
上
候
道
の
論
を
一
言
に
て
申
候
者
と
存
候
。
朝
よ
り
暮
ま
で
為
す
事

一
々
大
事
業
と
心
得
る
は
、
即
一
廉
の
人
物
と
い
ふ
も
の
と
存
候
〉
と
述
べ
、
日

常
的
な
行
為
・
行
動
の
積
み
重
ね
が
〈
大
事
業
〉
に
つ
な
が
っ
て
い
く
と
し
て
い

四
七
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る
。　

「
ブ
リ
イ
ド
リ
ヒ
・
パ
ウ
ル
ゼ
ン
氏
倫
理
説
の
梗
概
」
（
『
福
岡
県
教
育
会
々
報
』

一
九
〇
〇
・
一
二
）
に
も
〈
事
業
〉
に
言
及
し
た
興
味
深
い
一
節
が
あ
る
。

　
目
的
主
義
は
一
に
心
力
主
義
と
云
ふ
。
心
力
と
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
エ
ス
の
所

謂
「
エ
ネ
ル
ギ
ア
」
に
取
る
な
り
。
こ
の
主
義
は
所
謂
功
利
説
に
近
き
も
の
な

り
。
而
る
に
パ
ウ
ル
ゼ
ン
は
功
利
の
名
を
嫌
忌
す
、
是
れ
善
を
為
す
最
終
目
的

の
上
よ
り
見
解
を
異
に
す
れ
ば
な
り
。
功
利
説
は
快
楽
を
以
て
最
終
の
目
的
と

な
し
、
パ
ウ
ル
ゼ
ン
は
然
ら
ず
、
猶
下
段
を
見
よ
。

　
善
の
最
終
の
目
的
は
幸
福
な
り
。
幸
福
と
は
何
ぞ
や
。
学
者
或
は
以
て
快
楽

と
な
す
。
其
事
業
を
な
す
は
そ
の
快
楽
の
原
因
た
る
を
以
て
な
り
。
パ
ウ
ル
ゼ

ン
は
之
に
反
し
て
事
業
（
所
行
）
を
以
て
幸
福
と
な
す
、
快
楽
は
唯
だ
之
に
随

伴
す
る
の
み
。

　
鴎
外
が
〈
事
業
（
所
行
）
を
以
て
幸
福
と
な
す
〉
パ
ウ
ル
ゼ
ン
を
肯
定
的
に
捉

え
て
い
る
こ
と
は
確
か
だ
。
お
そ
ら
く
、
小
倉
時
代
の
鴎
外
は
、
〈
奉
職
の
考
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

る
間
だ
ま
つ
て
置
か
る
・
と
こ
ろ
に
居
る
と
い
ふ
考
な
ら
で
は
〉
い
ら
れ
な
い
閉

塞
状
況
の
中
で
、
人
生
に
お
け
る
行
為
・
行
動
の
意
味
に
つ
い
て
考
え
ざ
る
を
得

な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
日
常
の
行
為
・
行
動
を
重
ん
じ
、
そ
の
積

み
重
ね
と
し
て
の
〈
事
業
〉
そ
の
も
の
に
幸
福
を
見
い
だ
す
と
い
う
人
生
観
に
到

達
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
人
生
観
が
、
〈
事
業
〉
に
生
き
る
た

め
に
龍
宮
を
捨
て
る
〈
浦
島
太
郎
〉
と
し
て
形
象
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

5

『
玉
俵
雨
浦
峻
』
の
結
末
に
お
い
て
、
〈
太
郎
〉
は
次
の
よ
う
に
語
る
。

じ
げ
ふ

事
業
を
わ
か
き

つ
た
へ
お
こ
な
ふ

こ
れ
も
ひ
と
つ
の

わ
れ
は
こ
れ
よ
り

か
た
ち
を
か
く
し
、

な
り
ゆ
く
さ
ま
を

わ
が
す
ゑ
に

こ
と
を
う
る
、

ふ
ら
う
ふ
　
し

不
老
不
死
。

や
ま
ふ
か
く

ひ
と
の
よ
の

ま
　
　
も

目
守
り
て
ん
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
が
す
ゑ
　
た
い
し
　

つ
た

　
『
萬
年
艸
』
（
一
九
〇
二
・
一
二
）
所
収
の
広
告
文
に
は
、
〈
我
喬
に
大
志
を
伝

　
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
ニ
と
　
　
ふ
ら
う
ふ
　
し

へ
遂
げ
し
む
る
こ
れ
や
真
の
不
老
不
死
〉
と
あ
る
が
、
題
材
と
し
て
の
浦
島
伝

説
に
見
ら
れ
る
不
老
不
死
へ
の
希
求
と
い
っ
た
テ
ー
マ
を
、
鴎
外
は
、
〈
事
業
〉

の
永
遠
性
と
い
う
形
に
捉
え
な
お
し
た
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
作
品

に
お
け
る
〈
太
郎
〉
と
〈
後
ノ
太
郎
〉
と
の
関
係
は
、
単
な
る
親
と
子
と
か
先
祖

と
子
孫
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
思
想
を
受
け
継
ぎ
実
践
す
る
存
在
と
し
て
〈
後

ノ
太
郎
〉
は
登
場
し
て
い
る
の
だ
。
〈
事
業
〉
を
受
け
継
ぐ
べ
き
存
在
が
あ
っ
て

こ
そ
、
〈
事
業
〉
の
永
遠
性
ー
真
の
不
老
不
死
が
保
障
さ
れ
る
。
そ
の
と
き
、
は

じ
め
て
〈
太
郎
〉
は
、
現
実
世
界
の
仙
郷
と
も
言
う
べ
き
山
奥
に
身
を
移
し
、
〈
『
寂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

静
』
と
云
ふ
、
黄
ろ
い
、
不
老
不
死
の
神
薬
〉
を
手
に
、
〈
ひ
と
の
よ
の
　
な
り

ゆ
く
さ
ま
を
〉
見
守
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。

　
『
玉
薩
雨
浦
峻
』
を
鴎
外
漁
史
再
生
の
書
と
し
て
読
む
と
き
、
こ
の
結
末
は
き
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へ

わ
め
て
暗
示
的
で
あ
る
。
一
旦
死
ん
だ
鴎
外
漁
史
は
、
小
倉
時
代
の
思
想
体
験
を

経
て
、
日
常
の
行
為
・
行
動
の
積
み
重
ね
と
し
て
の
〈
事
業
〉
に
意
義
を
認
め
、

そ
の
姿
勢
を
実
践
す
る
存
在
〈
後
ノ
太
郎
〉
と
し
て
再
生
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ

の
実
践
を
〈
寂
静
〉
の
境
地
で
見
守
る
〈
太
郎
〉
の
眼
を
内
に
抱
え
な
が
ら
。

　
具
体
的
に
は
、
そ
の
活
動
は
、
歴
史
的
視
点
・
社
会
的
視
点
に
立
っ
て
作
品
を

批
評
す
る
姿
勢
が
頂
点
に
達
し
た
「
金
色
夜
叉
上
中
下
篇
合
評
」
（
『
藝
文
』
一
九

〇
二
・
八
）
や
、
〈
小
倉
時
代
に
は
じ
ま
っ
た
、
国
の
あ
り
よ
う
を
対
象
化
す
る

　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

思
想
的
な
ひ
ろ
が
り
〉
が
見
ら
れ
る
「
新
社
会
合
評
」
（
『
萬
年
艸
』
一
九
〇
二
・

一
二
、
一
九
〇
三
・
二
）
、
さ
ら
に
は
、
イ
プ
セ
ン
の
『
プ
ラ
ン
』
の
一
部
を
翻

訳
し
た
『
牧
師
』
（
『
萬
年
艸
』
　
一
九
〇
三
・
六
、
九
）
な
ど
と
な
っ
て
現
れ
る
。

「
金
色
夜
叉
上
中
下
篇
合
評
」
の
中
で
〈
隠
流
〉
の
名
で
登
場
し
た
鴎
外
は
、
〈
鴫

沢
宮
〉
の
〈
「
自
ら
其
の
色
よ
き
を
知
」
つ
て
、
其
色
を
資
本
と
し
て
、
出
来
る

丈
の
栄
華
を
鼠
ち
得
や
う
と
し
て
居
る
、
そ
の
思
想
の
全
体
〉
を
〈
十
九
世
紀
の

紀
末
か
ら
こ
の
か
た
の
世
間
〉
の
風
潮
、
あ
る
い
は
〈
全
世
界
の
現
時
代
の
思
想
〉

を
〈
或
る
方
面
か
ら
〉
代
表
す
る
〈
高
利
貸
的
思
想
〉
と
見
な
し
、
ロ
ル
フ
が
『
道

徳
論
』
で
人
間
の
生
活
形
式
の
発
展
は
生
活
増
殖
競
争
の
成
果
で
あ
り
、
そ
の
根

底
に
は
〈
不
驕
歴
〉
（
あ
く
こ
と
を
し
ら
な
い
こ
と
）
と
い
う
人
間
の
本
性
が
あ

る
と
し
て
い
る
点
を
引
き
な
が
ら
、
〈
さ
う
し
て
見
る
と
、
カ
O
宅
＝
の
哲
学
は
金

色
夜
叉
の
哲
学
で
、
紅
葉
君
の
小
説
は
不
麗
歴
の
小
説
だ
と
謂
つ
て
好
か
ら
う
〉

と
評
し
て
い
る
。
ま
た
、
「
新
社
会
合
評
」
で
は
、
概
し
て
文
学
作
品
と
し
て
評

価
さ
れ
な
か
っ
た
矢
野
龍
渓
の
『
新
社
会
』
（
大
日
本
図
書
株
式
会
社
、
一
九
〇
二
・

七
）
を
〈
実
現
を
将
来
に
期
し
た
〉
〈
一
の
社
会
小
説
（
°
り
O
Ω
》
［
同
ズ
問
○
ζ
＞
Z
）
〉

〈一

ﾌ
ご
↓
O
コ
〉
＞
と
し
、
作
品
内
に
説
か
れ
て
い
る
社
会
政
策
や
思
想
を
徹

底
的
に
批
判
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
『
牧
師
』
で
は
、
〈
ま
こ
と
の
功
徳
は
　
身
命

を
／
棄
て
て
は
じ
め
て
　
得
ら
る
べ
し
〉
と
か
〈
身
命
は
　
拗
つ
べ
し
。
／
こ
こ

ろ
ざ
し
を
ば
　
棄
つ
べ
か
ら
ず
〉
と
述
べ
な
が
ら
、
〈
事
業
〉
に
遇
進
し
て
死
ん

で
い
く
主
人
公
を
描
い
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
歴
史
的
視
点
・
社
会
的
視
点
か
ら
の
批
評
眼
や
〈
事
業
〉
に
生

き
る
人
間
へ
の
関
心
を
示
し
な
が
ら
、
文
壇
に
お
け
る
鴎
外
漁
史
の
再
生
は
な
さ

れ
て
い
く
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
『
半
日
』
（
『
ス
バ
ル
』
　
一
九
〇
九
・
三
）
以
下
の

豊
饒
な
創
作
活
動
へ
と
展
開
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
注

（
1
）
　
森
林
太
郎
「
鴎
外
漁
史
と
は
誰
ぞ
」
（
「
福
岡
日
日
新
聞
』
　
一
九
〇
〇
・
一
・
こ

（
2
）
　
隠
流
口
述
「
浦
島
の
初
度
の
興
行
に
就
て
」
（
「
歌
舞
伎
』
　
一
九
〇
三
・
二
）

（
3
）
　
伊
井
蓉
峰
「
玉
厘
両
浦
島
談
」
（
「
新
小
説
一
　
一
九
〇
三
・
二
）

（
4
）
　
「
川
上
と
正
劇
」
（
『
都
新
聞
一
一
九
〇
三
・
一
・
一
五
）

（
5
）
　
鈴
木
春
浦
・
畠
山
古
瓶
「
爾
浦
島
に
於
け
る
俳
優
其
他
の
意
見
－
南
浦
島
の
口

　
上
」
（
「
歌
舞
伎
』
　
一
九
〇
三
・
二
）

（
6
）
　
上
田
柳
村
「
雨
浦
島
の
脚
本
評
」
（
「
歌
舞
伎
』
　
一
九
〇
三
・
二
）

（
7
）
　
楠
山
正
雄
「
鴎
外
の
戯
曲
」
（
「
文
藝
評
論
』
　
一
九
四
八
・
一
二
）

（
8
）
　
清
田
文
武
「
森
鴎
外
「
玉
薩
両
浦
慎
』
の
世
界
と
位
相
」
（
一
信
州
白
樺
〈
森
鴎

　
外
特
集
〉
』
　
一
九
八
一
・
四
）

（
9
）
　
岡
崎
義
恵
「
鴎
外
と
諦
念
一
（
宝
文
館
、
一
九
六
九
・
一
二
）

（
1
0
）
　
注
（
9
）
に
同
じ
。

（
1
1
）
　
注
（
9
）
に
同
じ
。

（
1
2
）
　
本
間
久
雄
「
明
治
文
学
　
考
証
・
随
想
』
（
新
樹
社
、
一
九
六
五
・
九
）

（
1
3
）
　
錦
城
生
「
森
鴎
外
氏
著
劇
詩
『
玉
厘
両
浦
島
一
を
詠
む
」
（
「
読
売
新
聞
」
　
一
九

　
〇
三
・
一
・
一
〇
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九



五
〇

鴎外漁史の再生327

16　15　14

「
森
峰
子
宛
書
簡
」
（
一
九
〇
一
・
月
日
不
詳
）

与
謝
野
寛
『
新
浦
島
』
（
『
ス
バ
ル
』
　
一
九
一
〇
・
二
）

磯
外
英
夫
『
鑑
賞
日
本
現
代
文
学
①
　
森
鴎
外
』
（
角
川
書
店
、
一
九
八
一
・
八
）


