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権
　
田
　
浩
　
美

未
生
の
世
界
に
響
き
あ
う
〈
オ
ト
ギ
バ
ナ
シ
〉
の
〈
郷
愁
〉

│
│
三
好
達
治
と
丸
山
薫
│
│

　
昭
和
初
期
の
詩
壇
に
お
い
て
、
第
二
次
『
四
季
』
の
編
集
に

か
か
わ
り
、
主
知
的
抒
情
詩
の
詩
人
と
し
て
詩
史
に
そ
の
名
を

刻
む
こ
と
に
な
る
三
好
達
治
と
丸
山
薫
。
二
人
の
出
会
い
は
、

京
都
の
第
三
高
等
学
校
時
代
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
。
不
遇
な
幼
少

期
を
過
ご
し
た
二
人
は
、
文
学
へ
の
関
心
を
き
っ
か
け
に
三
高

時
代
に
接
近
し
、
や
が
て
そ
の
文
学
観
を
共
有
す
る
。
上
京
後
、

二
人
は
『
新
思
潮
』『
青
空
』『
椎
の
木
』
誌
上
に
お
い
て
、
そ

れ
ぞ
れ
そ
の
文
学
観
を
あ
ら
わ
し
た
初
期
作
品
を
互
い
に
献
辞

を
掲
げ
る
な
ど
し
て
、
発
表
し
た
。
し
か
し
、
間
も
な
く
モ
ダ

ニ
ズ
ム
に
傾
斜
し
た
二
人
は
、
長
ら
く
そ
れ
ら
の
初
期
作
品
を

詩
集
に
収
め
る
と
い
う
形
で
世
に
問
う
機
会
に
は
恵
ま
れ
な
か
っ

た
。
後
年
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
擾
乱
を
経
て
、
主
知
的
抒
情
詩
へ

と
転
換
す
る
歩
み
も
さ
り
な
が
ら
、
生
涯
に
わ
た
り
互
い
の
芸

術
を
認
め
合
っ
た
二
人
が
自
ら
の
詩
業
の
原
点
と
み
な
す
こ
と

に
な
る
の
は
初
期
詩
篇
で
あ
る
。
モ
ダ
ニ
ズ
ム
前
夜
、
同
時
代

状
況
の
中
で
要
請
さ
れ
た
新
し
い
文
学
の
形
の
提
起
で
も
あ
っ
た
、

二
人
の
〈
オ
ト
ギ
バ
ナ
シ
〉
世
界
の
内
実
を
明
ら
か
に
し
、
そ

れ
ら
が
ど
の
よ
う
に
モ
ダ
ニ
ズ
ム
に
接
続
し
て
い
く
の
か
考
究

す
る
。

は
じ
め
に

一
、
未
生
の
世
界
へ
の
〈
郷
愁
〉

二
、〈
オ
ト
ギ
バ
ナ
シ
〉
的
世
界
の
共
有

三
、
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
と
い
う
一
過
程
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は
じ
め
に

　
詩
集
「
雪
明
り
の
路
」
を
ば
繙
い
て
ゐ
る
間
、
そ
の
肩
に
い

つ
ぱ
い
林
檎
い
ろ
の
雲
を
ば
積
ら
し
た
著
者
が
寒
い
風
と
一
緒

に
這
入
つ
て
来
て
、
黙
つ
て
私
の
傍
に
坐
つ
て
ゐ
る
や
う
に
思

ひ
ま
し
た
。（
中
略
）
真
に
自
分
の
郷
土
の
の
す
た
る
じ
あ

0

0

0

0

0

0

の

上
に
魂
を
ば
は
ぐ
く
み
育
て
た
君
の
や
う
な
人
の
出
現
を
ば
、

心
か
ら
懐
し
く
思
ひ
ま
す
。

 

（
丸
山
薫
「『
雪
明
り
の
路
』
合
評
　
そ
の
一
」）

　
君
の
恋
愛
に
は
夜
鶯
が
鳴
い
て
ゐ
る
。
お
伽
噺
の
瓜
姫
は
、

黒
い
髪
の
毛
を
残
し
て
食
べ
ら
れ
て
し
ま
つ
た
。
そ
れ
だ
の
に
、

峠
を
登
り
つ
め
た
馬
車
馬
が
、
ま
た
し
て
も
、
過
ぎ
し
日
の
典

雅
な
足
な
み
を
思
ひ
だ
す
。（
中
略
）
君
の
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム

に
は
、
枝
移
り
す
る
夜
鶯
の
羽
音
が
聴
え
る
。
優
に
愛
し
い
こ

の
フ
エ
ア
リ
ー
ラ
ン
ド
の
音
情
は
、
ま
こ
と
に
ユ
ニ
ツ
ク
な
青

白
い
葩
び
ら
の
光
沢
に
満
ち
て
ゐ
る
。

 

（
三
好
達
治
「『
雪
明
り
の
路
』
合
評
　
そ
の
四
」）

　
の
ち
に
、
堀
辰
雄
の
第
一
次
『
四
季
』（
一
九
三
三
年
春
・
夏
号
、

全
二
冊
）
を
継
承
し
た
昭
和
初
期
の
代
表
的
な
詩
雑
誌
第
二
次
『
四

季
』
を
一
九
三
四
年
一
〇
月
に
創
刊
し
、
そ
の
編
集
に
か
か
わ
っ
た

丸
山
薫
と
三
好
達
治
。
京
都
第
三
高
等
学
校
時
代
か
ら
の
親
友
で

あ
っ
た
二
人
は
、『
四
季
』
以
前
に
も
様
々
な
同
人
雑
誌
で
共
に
活

躍
し
て
い
た
。
百
田
宗
治
主
宰
の
『
椎
の
木
』（
第
一
次
　
一
九
二

六
年
一
〇
月
創
刊
）
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
後
年
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の

旗
手
が
集
う
同
誌
に
は
北
海
道
出
身
の
伊
藤
整
も
名
を
連
ね
て
お
り
、

引
用
は
伊
藤
の
第
一
詩
集
『
雪
明
り
の
路
』（
一
九
二
六
年
一
二
月
　

椎
の
木
社
）
に
つ
い
て
の
合
評
（
五
号
　
一
九
二
七
年
二
月
）
で
あ

る
。

　
伊
藤
を
《
真
に
自
分
の
郷
土
の
の
す
た
る
じ
あ

0

0

0

0

0

0

の
上
に
魂
を
ば
は

ぐ
く
み
育
て
た
》
詩
人
と
評
し
、
そ
の
出
現
を
《
懐
し
く
思
ひ
ま

す
》
と
綴
る
丸
山
の
評
言
の
背
景
に
は
、
後
年
自
分
に
は
《
故
郷
の

観
念
と
い
う
も
の
が
育
た
》
ず
《
エ
ト
ラ
ン
ゼ
エ
の
思
い（
１
）》

を
抱
い

て
い
た
と
述
懐
す
る
孤
独
と
特
異
な
〈
郷
愁
〉
の
認
識
が
あ
り
、
そ

れ
が
伊
藤
の
詩
世
界
へ
の
憧
憬
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
丸

山
は
こ
の
〈
エ
ト
ラ
ン
ゼ
エ
〉
と
し
て
の
認
識
か
ら
、
そ
の
〈
郷

愁
〉
を
後
年
〈
物
象
詩
〉
の
世
界
に
結
晶
化
さ
せ
た
。
一
方
、
三
好

達
治
の
《
お
伽
噺
》
や
《
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
》
に
満
ち
た
《
フ
エ
ア

リ
ー
ラ
ン
ド
の
音
情
》
を
指
摘
す
る
評
言
も
興
味
深
い
。
こ
う
し
た

《
青
白
い
葩
び
ら
》
が
ふ
る

0

0

よ
う
な
詩
世
界
は
、
人
口
に
膾
炙
さ
れ

る
「
乳
母
車
」
の
著
名
な
ワ
ン
フ
レ
ー
ズ
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
だ
け

で
は
な
く
、
三
好
の
初
期
詩
篇
を
貫
く
特
異
な
〈
郷
愁
〉
や
情
緒
と

通
底
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
だ
。
つ
ま
り
、
伊
藤
の
詩
集
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及
び
そ
の
詩
世
界
へ
の
批
評
を
介
し
て
、
二
人
は
自
身
の
詩
世
界
の

内
実
、
そ
の
秘
密
を
語
っ
て
い
る
よ
う
に
も
読
め
る
の
で
あ
る
。

　
三
好
達
治
は
僕
の
旧
い
友
人
で
あ
る
。（
中
略
）
三
好
と
僕

は
非
常
に
親
密
だ
っ
た
の
で
、
そ
れ
も
彼
の
方
で
は
弱
点
の
面

だ
け
で
僕
と
交
っ
た
の
で
、
彼
の
性
格
は
し
っ
か
り
掴
め
た
。

彼
の
「
人
間
」
は
い
ま
も
っ
て
僕
の
掌
の
中
に
在
る
。

 

（
丸
山
薫
「
三
好
達
治
論
」『
創
元
』
一
九
五
三
年
四
月
）

　
論
中
、
三
好
に
は
《
イ
モ
書
生
》
と
《
ヤ
ク
ザ
》
の
二
面
が
あ
り
、

《
ヤ
ク
ザ
の
三
好
は
、
僕
と
だ
け
つ
き
合
う
時
》
に
見
せ
る
貌
で

あ
っ
た
と
し
て
、《
彼
の
「
人
間
」
は
い
ま
も
っ
て
僕
の
掌
の
中
に

在
る
》
と
ま
で
述
べ
る
丸
山
は
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
期
に
高
く
評
価
さ
れ

た
『
測
量
船
』（
一
九
三
〇
年
一
二
月
　
第
一
書
房
）
だ
け
で
な
く
、

そ
の
後
の
三
好
の
詩
風
の
変
遷
を
含
め
生
涯
に
わ
た
る
詩
業
に
深
い

理
解
を
示
し
続
け
る
。《
ヤ
ク
ザ
》
な
《
悲
し
く
ひ
が
ん
で
い
た
》

（
前
掲
「
三
好
達
治
論
」）
一
面
が
、
複
雑
な
家
庭
の
事
情
と
生
い

立
ち
に
起
因
す
る
こ
と
も
、
三
好
自
身
か
ら
打
ち
明
け
ら
れ
て
い
た
。

　
こ
う
し
た
不
幸
な
家
庭
の
長
子
と
し
て
の
肉
身
へ
の
愛
情
と

気
遣
い
に
首
を
締
め
つ
け
ら
れ
な
が
ら
空
漠
と
し
た
前
途
に
立

ち
向
か
う
青
年
の
、
切
実
な
苦
衷
や
寂
寥
が
う
か
が
わ
れ
た
。

（
中
略
）
け
れ
ど
こ
う
し
た
訴
え
も
ま
た
ど
こ
か
で
、
生
い
立

ち
へ
の
郷
愁
が
そ
の
心
情
を
救
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
。

と
す
れ
ば
い
っ
た
い
何
が
こ
の
友
人
の
悲
哀
を
こ
れ
ほ
ど
ま
で

に
ゆ
す
ぶ
る
の
か
と
、
背
を
丸
め
て
嗚
咽
す
る
そ
の
姿
を
眺
め

な
が
ら
、
僕
は
茫
然
と
す
る
の
だ
っ
た
。
僕
は
疑
い
、
当
途
な

く
あ
れ
こ
れ
と
想
像
し
、
暗
く
な
っ
た
。
つ
い
に
は
僕
自
身
が

泣
き
出
し
そ
う
に
な
る
事
さ
え
あ
っ
た
。

（
丸
山
薫
「
そ
の
頃
の
三
好
君

─
詩
人
の
ネ
ガ
フ
ィ
ル
ム
と

し
て

─
」『
近
代
文
学
鑑
賞
講
座
』
第
二
〇
巻
　
一
九
五
九

年
二
月
）

　
三
好
の
懊
悩
に
《
泣
き
出
し
そ
う
》
に
な
る
ほ
ど
共
鳴
す
る
丸
山

も
ま
た
、
家
族
に
対
し
て
複
雑
な
思
い
を
有
し
て
い
た
。
当
時
日
本

の
植
民
地
で
あ
っ
た
朝
鮮
の
警
視
総
監
ま
で
の
ぼ
り
つ
め
た
父
の
存

在
。
権
力
者
た
る
父
の
仕
事
に
振
り
回
さ
れ
て
転
居
を
強
い
ら
れ
、

《
エ
ト
ラ
ン
ゼ
エ
》
と
な
る
ほ
か
な
か
っ
た
丸
山
も
ま
た
家
族
へ
の

複
雑
な
想
い
を
抱
え
込
ん
で
い
た
か
ら
だ
。
そ
の
一
方
で
丸
山
は
、

三
好
の
哀
し
み
に
つ
い
て
、《
生
い
立
ち
へ
の
郷
愁
が
そ
の
心
情
を

救
っ
て
い
る
》
と
し
、〈
郷
愁
〉
の
情
緒
に
感
傷
的
に
耽
溺
す
る
三

好
の
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
も
鋭
く
見
抜
く
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
洞
察
は

同
時
に
評
す
る
側
の
丸
山
に
も
同
様
の
〈
郷
愁
〉
の
想
い
が
あ
る
こ

と
を
示
し
て
い
よ
う
。
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詳
細
は
後
述
す
る
が
、
三
好
の
初
期
詩
篇
の
多
く
は
、
第
一
詩
集

『
測
量
船
』
に
は
収
載
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
丸
山
も
ま
た
、
初

期
詩
篇
に
つ
い
て
は
長
ら
く
発
表
せ
ず
、
第
三
詩
集
『
幼
年
』（
一

九
三
五
年
六
月
　
四
季
社
）
を
も
っ
て
漸
く
上
梓
す
る
の
で
あ
る
。

二
人
が
何
故
初
期
詩
篇
を
制
作
当
時
に
詩
集
と
い
う
世
に
広
く
自
ら

の
詩
業
を
問
う
形
と
し
て
発
表
し
な
か
っ
た
の
か
。
そ
れ
を
問
う
時
、

自
ず
と
当
時
の
詩
壇
状
況
が
思
い
浮
か
ぶ
。
二
人
の
第
一
詩
集
発
表

当
時
は
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
学
運
動
の
隆
盛
期
で
あ
り
、
二
人
も
そ
の
運

動
に
深
く
か
か
わ
っ
て
い
た
。
初
め
て
の
詩
集
の
話
が
出
た
時
、
若

い
二
人
は
最
尖
端
の
最
新
作
を
も
っ
て
詩
壇
に
名
乗
り
を
上
げ
た

か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
逆
に
考
え
れ
ば
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
に
傾

斜
す
る
ま
で
の
二
人
の
文
学
世
界
に
は
、
何
か
別
の
も
の
が
あ
っ
た

こ
と
に
な
る
。

　
本
稿
は
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
前
夜
の
二
人
の
初
期
詩
篇
及
び
文
学
世
界

を
順
に
追
い
な
が
ら
、
三
高
時
代
か
ら
の
深
い
交
友
を
背
景
に
、
共

有
す
る
屈
折
し
た
〈
郷
愁
〉
が
響
き
あ
う
芸
術
的
世
界
の
内
実
と
、

そ
れ
が
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
時
代
へ
と
ど
の
よ
う
に
接
続
し
て
い
く
の
か

考
究
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
、
未
生
の
世
界
へ
の
〈
郷
愁
〉

　
三
好
達
治
の
第
一
詩
集
『
測
量
船
』
は
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
学
運
動

を
後
援
し
て
い
た
第
一
書
房
か
ら
「
今
日
の
詩
人
叢
書
」
シ
リ
ー
ズ

の
一
冊
と
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
シ
リ
ー
ズ
と
い
う
縛
り
も
あ
り

収
載
詩
篇
は
三
九
篇
と
少
な
い
も
の
の
、
短
詩
や
新
散
文
詩
、
そ
し

て
俳
句
を
織
り
込
ん
だ
実
験
的
な
詩
形
等
、
め
ま
ぐ
る
し
く
移
り
変

わ
る
モ
ダ
ニ
ズ
ム
詩
の
様
々
な
試
み
が
う
か
が
わ
れ
る
詩
篇
が
大
半

を
占
め
て
い
る
。
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
影
響
を
強
く
反
映
し
た
『
測
量

船
』
の
構
成
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
国
民
詩
人
と
ま
で
呼
ば
れ
た
三

好
の
詩
業
に
お
け
る
《
ポ
ピ
ュ
ラ
リ
テ
ィ
》
を
論
ず
る
北
川
透
は
、

次
の
様
に
述
べ
る
。

　
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、『
測
量
船
』
は
こ
れ
ま
で
「
青
空
」

系
の
作
品
を
中
心
に
読
ま
れ
、
評
価
さ
れ
て
き
た
と
い
う
の
が

実
情
で
は
な
い
か
。
そ
こ
に
こ
の
詩
集
の
ポ
ピ
ュ
ラ
リ
テ
ィ
が

あ
っ
た
か
ら
で
あ
る（
２
）。

　
『
測
量
船
』
と
い
う
詩
集
が
今
日
で
も
三
好
の
代
表
詩
集
で
あ
る

こ
と
に
つ
い
て
は
言
を
俟
た
な
い
。
だ
が
、
北
川
の
指
摘
通
り
、
日

本
的
情
緒
と
〈
郷
愁
〉
を
醸
し
、
誰
も
に
愛
唱
さ
れ
る
「
乳
母
車
」

「
甃
の
う
へ
」「
雪
」
等
は
、
実
は
モ
ダ
ニ
ズ
ム
前
夜
の
『
青
空
』

（
一
九
二
五
年
一
月
創
刊
）
時
代
の
作
品
で
あ
る
の
だ
。

　
こ
の
機
会
に
、『
測
量
船
』
を
ま
と
め
た
当
時
、
自
分
の
考

へ
か
ら
集
中
に
省
い
て
入
れ
な
か
つ
た
当
時
の
作
品
十
数
篇
を
、
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今
度
は
拾
遺
と
し
て
巻
末
に
加
へ
る
こ
と
に
し
た
。（
中
略
）

作
品
と
し
て
、
相
当
の
評
価
を
以
て
今
日
の
私
に
う
け
と
れ
る

も
の
は
、
殆
ん
ど
集
中
に
一
篇
も
見
当
ら
な
い
。
私
と
し
て
は
、

こ
れ
ら
過
去
は
す
つ
か
り
抹
殺
し
た
い
気
持
が
強
い
の
で
あ
る
。

（
中
略
）
私
が
こ
れ
ら
の
作
品
を
書
い
た
当
時
の
詩
壇
は
、
今

日
か
ら
は
到
底
想
像
も
つ
か
な
い
や
う
な
ひ
ど
い
混
乱
状
態
に

在
つ
て
、
見
識
も
な
く
才
能
も
乏
し
い
私
の
や
う
な
も
の
は
、

周
囲
の
情
勢
に
も
つ
ね
に
左
右
さ
れ
、
五
里
霧
中
で
ひ
き
ま
は

さ
れ
た
や
う
な
感
が
な
く
も
な
い
。（
中
略
）
私
の
作
品
に
は
、

さ
う
い
ふ
時
代
の
混
乱
の
影
が
ふ
か
く
、
支
離
滅
裂
の
感
が
い

ち
じ
る
し
い
。

（
三
好
達
治
「
あ
と
が
き
」　
南
北
書
園
版
『
測
量
船
』
一
九

四
七
年
一
月
）

　
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
擾
乱
後
、
古
典
的
か
つ
独
自
の
抒
情
詩
へ
と
詩
風

を
転
換
し
て
い
っ
た
三
好
に
は
、
か
つ
て
流
行
に
流
さ
れ
て
成
っ
た

『
測
量
船
』
の
内
容
は
恥
ず
べ
き
も
の
で
あ
り
、
戦
後
ま
も
な
く
再

刊
さ
れ
る
際
の
「
あ
と
が
き
」
に
は
烈
し
い
自
己
否
定
の
言
葉
を
綴

る
こ
と
に
な
る
。
然
し
な
が
ら
、
否
定
の
言
葉
を
吐
き
な
が
ら
も

《
二
十
年
の
余
も
以
前
の
旧
作
》
と
な
る
《
こ
の
詩
集
が
、
今
日
の

最
も
年
若
い
時
代
の
詩
歌
と
、
全
く
無
関
係
の
、
無
縁
の
も
の
と
化

し
了
つ
て
ゐ
な
い
な
ら
ば
、
幸
ひ
に
こ
の
書
の
再
刊
も
い
さ
さ
か
自

己
弁
護
の
辞
を
得
た
訳
に
な
る
だ
ら
う
》（
前
掲
「
あ
と
が
き
」）
と

し
、
自
身
の
意
志
に
よ
っ
て
『
青
空
』
掲
載
詩
一
三
篇
、『
詩
と
詩

論
』
掲
載
詩
二
篇
、
計
一
五
篇
を
追
補
収
載
し
た
の
で
あ
る
。
三
好

の
『
測
量
船
』
に
拾
遺
詩
篇
が
追
補
さ
れ
る
の
は
そ
の
後
も
続
く（
３
）が

、

三
好
自
身
の
意
志
に
よ
る
追
補
と
い
う
点
に
お
い
て
南
北
書
園
版
は

重
要
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
大
半
が
『
青
空
』
掲
載
詩
で
あ
っ
た
こ

と
は
見
過
ご
せ
な
い
。

　
三
好
が
同
人
雑
誌
に
詩
を
発
表
す
る
の
は
、
梶
井
基
次
郎
を
中
心

に
帝
大
に
在
籍
す
る
三
高
出
身
者
が
集
う
『
青
空
』
二
巻
六
号
（
一

九
二
六
年
六
月
）
が
初
め
て
と
な
る
。
四
ヶ
月
後
の
一
〇
月
、
丸
山

と
共
に
『
椎
の
木
』
同
人
と
な
る
が
、
実
質
上
の
文
壇
デ
ビ
ュ
ー
は

『
青
空
』
誌
上
で
あ
っ
た
。
同
じ
く
三
高
出
身
者
で
あ
る
北
川
冬
彦

と
親
交
を
深
め
、『
亞
』（
一
九
二
四
年
一
一
月
創
刊
）
及
び
『
詩
と

詩
論
』（
一
九
二
八
年
九
月
創
刊
）
と
い
う
モ
ダ
ニ
ズ
ム
系
雑
誌
に

参
加
す
る
ま
で
は
、『
青
空
』『
椎
の
木
』
が
三
好
の
詩
の
主
な
発
表

の
舞
台（
４
）で

あ
っ
た
の
だ
。

　
三
高
出
身
者
が
集
う
『
青
空
』
を
は
じ
め
と
す
る
同
人
雑
誌
の
中

の
雰
囲
気
に
つ
い
て
は
、
藤
本
寿
彦
の
論
が
既
に
あ
る
。
藤
本
は

『
亞
』『
椎
の
木
』『
信
天
翁
』（
一
九
二
八
年
一
月
創
刊
）
同
人
間

の
交
友
と
作
品
を
分
析
し
、《
そ
れ
ぞ
れ
が
内
的
世
界
に
沈
潜
し
な

が
ら
も
一
方
で
文
学
観
の
共
通
性
に
よ
っ
て
結
ば
れ
、
一
つ
の
想
世

界
と
な
る
「
同
人
空
間
」》
を
共
有
し
な
が
ら
も
《
芸
術
に
関
す
る
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情
報
は
も
と
よ
り
感
性
そ
の
も
の
す
ら
共
有
す
る
状
況
を
捕
捉
す
る

こ
と
の
困
難
さ（
５
）》
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
藤
本

論
に
は
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
か
ら
主
知
的
抒
情
詩
と
い
う
歩
み
に
お
い
て

も
共
通
す
る
丸
山
と
三
好
の
関
係
性
は
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い
。

　
二
人
の
交
友
の
始
ま
り
は
、
丸
山
が
三
高
の
交
友
雑
誌
『
嶽
水
会

雑
誌
』
に
詩
篇
を
投
稿
し（
６
）文
芸
賞
を
獲
得
し
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、

《
三
好
君
が
急
速
に
接
近
し
て
》（「
そ
の
頃
の
三
好
君

─
詩
人
の

ネ
ガ
フ
ィ
ル
ム
と
し
て

─
」
前
掲
）
き
た
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
た

め
か
上
京
し
て
か
ら
の
文
学
活
動
に
お
い
て
も
、
当
初
は
丸
山
の
方

が
一
年
程
先
ん
じ
て
い
る
。
た
だ
し
、
丸
山
は
詩
で
は
な
く
、
当
時

流
行
し
て
い
た
コ
ン
ト
を
意
識
し
た
散
文
「
病
み
た
る
王
と
そ
の
王

子
（D

eux histoires fantastiques

）」（『
新
思
潮
』
四
号
　
一
九

二
五
年
年
四
月
）
で
の
デ
ビ
ュ
ー（
７
）で
あ
っ
た
。
一
九
二
五
年
一
一
月

の
『
新
思
潮
』（
一
一
号
）
掲
載
の
「
哭
き
た
る
王
」
も
、
そ
の
後

も
「
題
を
失
つ
た
話
　
或
は
（
初
め
か
ら
題
の
無
か
つ
た
話
）」（
一

六
号
　
一
九
二
六
年
六
月
）、「
城
」（
一
七
号
　
一
九
二
六
年
七
月
）

と
、『
新
思
潮
』
に
は
コ
ン
ト
あ
る
い
は
〈
短
い
〉
小
説
と
し
て
の

散
文
の
発
表
が
続
き
、
丸
山
の
詩
人
と
し
て
の
デ
ビ
ュ
ー
は
一
九
二

六
年
一
〇
月
の
『
椎
の
木
』
創
刊
号
掲
載
の
「
病
め
る
庭
園
」
を
待

た
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
一
方
、
丸
山
に
刺
激
さ
れ
た
三
好
が
三
高
時
代
に
制
作
し
た
の
は
、

の
ち
に
「
玻
璃
盤
の
胎
児
」
と
改
題
さ
れ
る
「
玻
璃
盤
の
嬰
児（
８
）」
一

篇
の
み
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
「
玻
璃
盤
の
嬰
児
」
を
含
む
五
篇

（
他
に
「
祖
母
」「
短
唱
」「
魚
」「
乳
母
車
」）
を
『
青
空
』（
二
巻

六
号
　
一
九
二
六
年
六
月
）
に
発
表
し
た
こ
と
が
三
好
の
デ
ビ
ュ
ー

と
な
っ
た
。

生
れ
な
い
の
に
死
む
で
し
ま
つ
た
／
玻
璃
盤
の
嬰
児
は
／
酒
精

の
と
ば
り
の
中
に
／
昼
も
な
ほ
昏
昏
と
睡
る
／
／
晝
も
な
ほ
昏

昏
と
睡
る
／
や
る
せ
な
い
嬰
児
の
睡
眠
は
／
酒
精
の
銀
し
ろ
が
ねの
夢
に

／
ど
ん
よ
り
と
曇
る
亜
剌
比
亜
数
字
の
３
だ
／
／
生
れ
な
い
の

に
死
む
で
し
ま
つ
た
／
嬰
児
よ
お
前
の
冥
想
は
／
今
日
も
な
ほ

玻
璃
を
破
ら
ず
／
青
白
い
花
の
形
に
咲
い
て
ゐ
る

 

（「
玻
璃
盤
の
嬰
児
」）

　
初
め
て
自
分
が
納
得
し
た
か
た
ち
で
成
り
、
発
表
に
至
っ
た
こ
の

詩
篇
に
は
三
好
達
治
と
い
う
詩
人
の
個
性
が
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

連
を
跨
ぎ
効
果
的
に
リ
フ
レ
イ
ン
さ
れ
る
フ
レ
ー
ズ
や
単
語
。《
玻

璃
》《
銀
》
の
冷
た
く
白
い
光
を
放
つ
色
調
が
ラ
ス
ト
に
嬰
児
の

《
青
白
い
花
の
形
》
に
収
斂
し
て
い
く
イ
メ
ー
ジ
の
連
関
性
。
こ
の

詩
篇
の
詩
的
レ
ト
リ
ッ
ク
の
巧
み
さ
に
つ
い
て
は
言
を
俟
た
な
い
が
、

同
号
に
掲
載
さ
れ
た
四
篇
の
み
な
ら
ず
、
三
好
の
初
期
詩
篇
に
は
共

通
の
モ
テ
ィ
ー
フ
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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祖
母
は
蛍
を
か
き
あ
つ
め
て
／
桃
の
実
の
や
う
に
合
せ
た
掌て

の

中
か
ら
／
沢
山
な
蛍
を
く
れ
る
の
だ
／
／
祖
母
は
月
光
を
か
き

あ
つ
め
て
／
桃
の
実
の
や
う
に
合
せ
た
掌
の
中
か
ら
／
沢
山
な

月
光
を
く
れ
る
の
だ 

（「
祖
母
」）

　
二
番
目
に
配
さ
れ
た
「
祖
母
」
に
も
蛍
や
月
光
と
い
う
青
白
い
光

が
描
か
れ
る
。
し
か
も
そ
の
光
は
祖
母
の
《
桃
の
実
の
や
う
に
合
せ

た
掌
》
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
。
桃
と
い
う
人
肌
の
手
触
り
を
有
す
る

ほ
の
紅
い
果
実
の
内
側
か
ら
漏
れ
る
青
白
い
光
、
そ
の
淡
い
色
調
の

対
比
が
先
ず
は
美
し
い
。
更
に
老
婆
と
幼
子
、
そ
し
て
桃
の
組
み
合

わ
せ
か
ら
は
、
自
ず
と
お
伽
噺
「
桃
太
郎
」
を
想
起
さ
せ
る
。
ま
た
、

翌
一
九
二
七
年
三
月
に
同
じ
『
青
空
』（
三
─
三
号
）
に
発
表
さ
れ

る
《
太
郎
を
眠
ら
せ
、
太
郎
の
屋
根
に
雪
ふ
り
つ
む
。》
で
知
ら
れ

る
「
雪
」
の
世
界
と
も
つ
な
が
る
も
の
が
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
「
桃
太
郎
」
に
は
最
初
か
ら
母
は
存
在
し
な
い
。
桃
の

実
こ
そ
が
「
桃
太
郎
」
を
育
む
母
胎
で
あ
っ
た
。
そ
の
「
桃
太
郎
」

を
重
ね
て
読
め
ば
、
祖
母
の
掌
を
合
わ
せ
た
《
桃
の
実
の
や
う
な
》

丸
い
空
間
は
、
か
つ
て
は
幼
子
を
育
ん
だ
母
胎
的
時
空
と
も
よ
め
る
。

そ
う
考
え
る
と
、
こ
の
蛍
や
月
光
等
、
青
白
い
光
を
宿
す
時
空
は
、

先
の
「
玻
璃
盤
の
嬰
児
」
の
《
玻
璃
盤
》
の
世
界
、
即
ち
《
生
れ
な

い
の
に
死
む
で
》
い
る
胎
児
の
浮
か
ぶ
永
遠
の
未
生
の
世
界
と
響
き

あ
う
こ
と
に
な
る
。
何
よ
り
、
両
詩
と
も
母
な
る
存
在
が
丁
寧
に
除

外
さ
れ
て
い
る
点
に
着
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
続
く
「
短
唱
」
に
も
《
日
に
日
に
ゆ
た
か
に
》《
木
の
枝
に
卵
ら
》

が
《
み
の
る
》
様
子
が
描
か
れ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
卵
と
い
う

時
空
も
ま
た
未
生
の
世
界
で
あ
る
。《
み
の
り
》
と
い
う
語
が
リ
フ

レ
イ
ン
さ
れ
、《
命
を
そ
だ
ち
て
》
と
う
た
わ
れ
な
が
ら
、
こ
の
詩

篇
の
中
で
は
決
し
て
卵
は
孵
ら
な
い
。《
ふ
る
へ
て
》《
し
ら
じ
ら
》

す
る
卵
ら
は
、「
玻
璃
盤
の
嬰
児
」
や
「
祖
母
」
と
同
様
に
あ
え
か

な
仄
白
い
光
を
放
っ
て
い
る
よ
う
に
も
読
み
と
れ
る
。
無
論
、
産
み

落
と
さ
れ
た
卵
の
傍
ら
に
も
母
は
居
な
い
。
母
と
切
り
離
さ
れ
た
発

光
す
る
未
生
の
世
界
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
続
く
「
魚
」
に
引
き
継
が
れ

る
。

魚
の
腹
は
／
白
け
れ
ば
光
り
／
魚
の
腹
は
／
た
そ
が
れ
か
け
て

ふ
く
ら
む
／
／
魚
の
こ
ゑ
／
ち
い
ち
い
と
空
に
き
こ
え
／
光
れ

る
腹
を
ひ
る
が
へ
す
／
／
雲
間
の
魚
の
産
卵
を
は
り
／
魚
は
う

れ
し
や
／
た
ら
た
ら
・
た
ら
た
ら
／
風
鈴
の
や
う
に
降
り
て
く

る 

（「
魚
」）

　
三
高
時
代
を
振
り
返
り
《
当
時
の
私
の
、
注
意
を
奪
ひ
去
つ
た
二

人
の
詩
人
は
室
生
犀
星
と
萩
原
朔
太
郎
の
両
氏
だ
つ
た（
９
）》
と
三
好
は

告
白
す
る
が
、
そ
の
室
生
犀
星
は
一
九
二
三
年
四
月
に
『
青
い
魚
を

釣
る
人
』（
ア
ル
ス
）
を
上
梓
し
て
い
る
。
こ
の
詩
集
の
一
連
の
魚
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を
モ
テ
ィ
ー
フ
と
し
た
詩
篇
を
思
い
浮
か
べ
て
も
よ
い
の
か
も
し
れ

な
い
。
ま
た
《
た
ら
た
ら
・
た
ら
た
ら
》
と
い
う
軽
や
か
な
オ
ノ
マ

ト
ペ
を
は
じ
め
、《
ち
い
ち
い
》
と
な
き
な
が
ら
産
卵
し
、
空
か
ら

《
降
り
て
く
る
》
魚
の
登
場
す
る
こ
の
詩
世
界
は
水
底
と
空
が
反
転

す
る
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
の
世
界
で
あ
る
。
ま
た
大
正
期
の
童
謡
に
か

か
わ
っ
た
朔
太
郎
と
親
し
い
北
原
白
秋
の
芸
術
的
世
界
も
重
ね
ら
れ

る
。
と
こ
ろ
で
《
た
ら
た
ら
・
た
ら
た
ら
》
と
《
降
り
る
》、
即
ち

〈
垂
れ
る
〉
方
向
性
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
方
向
性
は
先
の

「
短
唱
」
の
木
の
枝
に
《
み
の
る
》
か
た
ち
で
〈
垂
れ
〉
て
い
た
卵

の
描
写
を
引
き
継
い
だ
も
の
と
考
え
て
よ
い
。
こ
こ
で
も
宙
に
浮
か

0

0

0

0

ぶ
卵

0

0

と
い
う
未
生
の
時
空
は
仄
白
く
発
光
し
て
い
る
。

　
こ
の
前
半
四
篇
で
青
白
く
発
光
す
る
未
生
の
世
界
を
綴
っ
た
後
に
、

最
後
を
締
め
く
く
る
詩
篇
が
、
初
め
て
母
な
る
も
の
が
登
場
す
る

「
乳
母
車
」
と
な
る
。
人
口
に
膾
炙
さ
れ
る
こ
の
詩
篇
に
つ
い
て
は
、

吉
田
凞
生）
（1
（

を
は
じ
め
数
多
の
解
釈
が
あ
る
。
そ
の
う
ち
『
測
量
船
』

の
冒
頭
に
置
か
れ
た
「
乳
母
車
」
か
ら
「
湖
水
」
ま
で
の
六
詩
篇
と

そ
の
配
列
に
《
ひ
と
つ
の
物
語
》
を
み
よ
う
と
す
る
宮
崎
真
素
美
の

「
三
好
達
治
・『
測
量
船
』
の
構
図

─
冒
頭
詩
篇
を
中
心
に

─
」

（『
四
季
派
学
会
論
集
』
七
集
　
一
九
九
七
年
）
は
注
目
に
値
す
る
。

殊
に
吉
田
の
〈
垂
直
〉〈
水
平
〉
の
指
摘
か
ら
、〈
ふ
る
〉〈
な
が
れ
〉

〈
垂
れ
〉
る
も
の
に
着
目
し
た
氏
の
、「
乳
母
車
」
に
お
け
る
《
母
》

を
《
作
品
世
界
に
お
け
る
垂
直
性
と
、
水
平
性
の
混
在
を
象
徴
的
に

描
き
だ
し
た
》
両
義
的
な
存
在
と
し
、『
測
量
船
』
の
〈
郷
愁
〉
に

つ
い
て
《
青
春
期
の
孤
独
や
孤
絶
を
表
し
て
い
る
と
称
さ
れ
る
た
め

に
は
、
や
は
り
、
そ
の
前
段
に
用
意
さ
れ
た
〈
母
な
る
も
の
〉
に
寄

り
添
お
う
と
す
る
心
性
へ
の
訣
別
を
汲
み
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
》
と

す
る
結
論
に
は
深
く
首
肯
す
る
。「
乳
母
車
」
か
ら
「
谺
」
ま
で
の

五
詩
篇
は
『
青
空
』
掲
載
誌
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、

三
好
の
『
青
空
』
デ
ビ
ュ
ー
作
五
篇
で
も
、
巧
妙
に
母
な
る
も
の
は

除
外
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
深
層
で
は
母
は
強
く
意
識

さ
れ
て
お
り
、
青
白
く
発
光
す
る
母
胎
的
時
空
を
繰
り
返
し
描
く
こ

と
で
、
屈
折
し
た
〈
郷
愁
〉
を
滲
ま
せ
て
い
る
の
だ
。

　
こ
の
未
生
の
世
界
の
モ
テ
ィ
ー
フ
は
『
青
空
』
二
巻
七
号
（
一
九

二
六
年
七
月
）
掲
載
の
「
夕
ぐ
れ
」
に
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
。
第

一
・
二
連
で
夕
ぐ
れ
に
《
ほ
の
白
き
石
階
を
の
ぼ
り
》《
背
ま
る
う

／
み
佛
に
祈
り
》
を
捧
げ
る
女
が
描
か
れ
る
が
、
第
三
連
で
は
場
面

が
転
換
し
、《
ひ
と
り
な
る
／
皮
膚
あ
を
き
み
寺
の
わ
ら
べ
》
が
登

場
し
、《
か
か
る
夕
ぐ
れ
／
人
霊
の
あ
ゆ
み
を
知
り
け
り
》
と
結
ば

れ
る
。「
誰
が
彼
」
を
語
源
と
す
る
黄
昏
時
、《
人
霊
》
と
は
女
と

《
わ
ら
べ
》、
一
体
ど
ち
ら
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
《
皮

膚
あ
を
き
み
寺
の
わ
ら
べ
》
に
は
間
違
い
な
く
「
玻
璃
盤
の
胎
児
」

の
イ
メ
ー
ジ
が
重
ね
ら
れ
て
お
り
、《
わ
ら
べ
》
と
祈
る
女
は
、
ま

た
そ
の
世
界
を
隔
て
ら
れ
て
い
る
。

　
母
胎
的
時
空
に
囲
繞
さ
れ
た
ま
ま
の
胎
児
は
、
母
な
る
も
の
と
一
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体
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
逆
に
母
子
と
い
う
関
係
か
ら
疎
外
さ
れ
て
い

る
。
母
胎
か
ら
産
み
出
さ
れ
、
身
を
分
か
つ
こ
と
で
子
は
存
在
と
し

て
認
め
ら
れ
、
育
て
ら
れ
る
こ
と
で
母
子
と
い
う
関
係
を
持
ち
う
る
。

三
好
が
繰
り
返
し
描
く
青
白
い
未
生
の
世
界
へ
の
〈
郷
愁
〉
と
は
、

お
伽
噺
の
「
桃
太
郎
」
と
同
様
に
最
初
か
ら
母
な
る
も
の
が
失
わ
れ

て
い
る
こ
と
が
前
提
な
の
で
あ
る
。
初
期
詩
篇
に
描
か
れ
る
三
好
の

〈
郷
愁
〉
は
極
め
て
屈
折
し
て
い
る
。

二
、〈
オ
ト
ギ
バ
ナ
シ
〉
的
世
界
の
共
有

　
三
好
達
治
の
初
期
詩
篇
に
描
か
れ
た
青
白
く
発
光
す
る
母
胎
的
時

空
と
、
屈
折
し
た
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
〈
郷
愁
〉
を
内
包
す
る
お

伽
噺
的
世
界
の
在
り
様
は
、
実
は
同
時
期
の
丸
山
薫
と
共
有
さ
れ
て

い
た
ひ
と
つ
の
新
し
い
文
学
の
か
た
ち
で
は
な
か
っ
た
か
。

　
丸
山
の
文
壇
デ
ビ
ュ
ー
が
、
フ
ラ
ン
ス
帰
り
の
岡
田
三
郎
が
主
張

し
、
当
時
流
行
し
て
い
た
コ
ン
ト
を
多
分
に
意
識
し
た
散
文
で
あ
っ

た
こ
と
は
、
既
に
拙
論
で
論
じ
た
こ
と
が
あ
る）

（（
（

。『
新
思
潮
』
四
号

（
大
正
一
四
年
四
月
）
で
の
デ
ビ
ュ
ー
の
際
に
、《
新
し
き
コ
ン
ト

の
作
者
と
新
し
き
ポ
エ
ム
の
う
た
ひ
て
と
を
任
ず
る
人
》（
同
号

「
後
記
」）
と
紹
介
さ
れ
た
丸
山
が
、
二
年
後
に
「
オ
ト
ギ
バ
ナ
シ

文
学
の
抬
頭
」（『
文
藝
時
代
』
四
巻
五
号
　
昭
和
二
年
五
月
）
と
い

う
芸
術
論
を
発
表
し
、
自
ら
の
目
指
す
芸
術
的
世
界
を
〈
オ
ト
ギ
バ

ナ
シ
文
学
〉
と
命
名
し
て
い
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。

　
あ
り
の
ま
ゝ
の
人
間
社
会
を
題
材
と
す
る
以
上
、
そ
の
小
説

か
ら
浮
か
び
上
る
芸
術
が
通
俗
味
を
一
歩
も
出
な
い
の
は
当
り

前
で
あ
る
。
こ
ゝ
に
い
ふ
宏
大
無
窮
の
世
界
か
ら
題
材
を
構
成

し
て
こ
そ
、
わ
れ
〳
〵
は
か
ゝ
る
通
俗
か
ら
遥
に
飛
躍
し
た
、

更
に
壮
美
な
更
に
玄
妙
な
更
に
驚
異
す
べ
く
更
に
戦
慄
す
べ
き

未
だ
世
に
知
れ
な
い
世
界
を
創
造
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ

る
。 

（
丸
山
薫
「
オ
ト
ギ
バ
ナ
シ
文
学
の
抬
頭
」）

　
新
感
覚
派
の
拠
点
と
な
っ
た
『
文
藝
時
代
』
に
発
表
さ
れ
た
こ
の

論
は
、
リ
ア
リ
ズ
ム
及
び
自
然
主
義
文
学
に
閉
塞
感
を
抱
い
て
い
た
、

当
時
の
若
い
文
学
者
た
ち
の
動
き
と
連
動
し
た
主
張
で
あ
る
こ
と
は

間
違
い
な
い
。
関
東
大
震
災
の
衝
撃
と
そ
の
後
の
モ
ダ
ン
都
市
の
形

成
に
よ
っ
て
生
活
様
式
が
変
化
し
た
だ
け
で
な
く
、〈
民
衆
〉
と
い

う
新
た
な
階
層
の
出
現
等
に
よ
っ
て
、
求
め
ら
れ
る
文
学
の
傾
向
も

変
わ
っ
て
く
る
。
多
忙
な
都
市
生
活
の
中
で
、
コ
ン
パ
ク
ト
に
紙
面

に
収
ま
る
〈
短
い
〉
小
説
は
コ
ス
ト
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
も
良
く
、
出

版
社
に
も
歓
迎
さ
れ
た
。
そ
の
一
方
、〈
短
い
〉
小
説
は
そ
の
コ
ン

パ
ク
ト
さ
を
活
か
し
た
特
性
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
時
代
状
況

の
中
で
コ
ン
ト
の
流
行
が
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
岡
田
三
郎
の
コ
ン
ト
論
は
時
期
に
よ
り
多
少
変
わ
る
が
、《
コ
ン

ト
と
だ
け
い
つ
て
も
、
そ
れ
に
は
既
に
お
と
ぎ
話
し
と
で
も
い
ふ
ほ

ど
の
意
義
が
含
ま
れ
て
ゐ
る
も
の
と
解
釈
す
べ
き
》（
岡
田
三
郎
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「
コ
ン
ト
と
短
篇
小
説
（
一
）」「
報
知
新
聞
」
大
正
一
三
年
八
月
一

日
付
）
と
、
初
期
は
《
お
と
ぎ
話
し
》
が
意
識
さ
れ
、
ま
た
同
時
に

〈
詩
〉
が
求
め
ら
れ
て
い
た）
（1
（

。

　
こ
の
お
伽
噺
的
な
も
の
へ
の
志
向
は
、
翌
大
正
一
四
年
五
月
の

『
新
潮
』
に
掲
載
さ
れ
た
第
二
四
回
「
新
潮
合
評
会）
（1
（

」
の
様
子
か
ら

も
う
か
が
わ
れ
る
。
合
評
会
で
広
津
和
郎
の
短
篇
が
話
題
に
な
っ
た

際
、
広
津
自
身
が
《
僕
な
ん
か
是
か
ら
童
話
を
書
い
て
行
つ
た
ら
コ

ン
ト
が
書
け
る
か
と
思
ふ
の
だ
が
》
と
つ
ぶ
や
く
場
面
が
あ
る
。
そ

れ
に
対
し
て
〈
新
感
覚
派
〉
の
名
称
の
名
付
け
親
と
な
る
千
葉
亀
雄

は
《
リ
ア
リ
ズ
ム
を
一
歩
む
か
ふ
へ
飛
越
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん

ね
》
と
答
え
て
い
る
。
つ
ま
り
リ
ア
リ
ズ
ム
や
自
然
主
義
を
越
え
る

も
の
、
あ
る
い
は
対
極
に
あ
る
も
の
を
《
童
話
》
や
《
お
と
ぎ
話

し
》
と
し
、
創
作
者
の
側
で
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ

る
の
だ
。
丸
山
の
〈
オ
ト
ギ
バ
ナ
シ
文
学
〉
の
主
張
は
こ
う
し
た
時

代
の
中
で
の
問
題
提
起
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
時
期
に
、
三

好
と
丸
山
は
互
い
に
献
辞
を
掲
げ
た
正
に
〈
オ
ト
ギ
バ
ナ
シ
〉
風
の

詩
篇
を
発
表
す
る
の
だ
。

空
に
舞
ひ
／
舞
ひ
の
ぼ
り
／
噴
水
は
な
げ
き
か
な
し
み
／
ひ
と

び
と
／
う
な
じ
た
れ
花
を
し
く
な
り
／
／
哀
傷
の
日
な
た
に
／

花
は
ち
り
／
花
は
ち
り
／
見
た
ま
へ
か
し
／
王
の
い
で
ま
し
の

す
が
た
な
り
／
／
風
に
更
紗
の
か
け
ぎ
ぬ
ふ
か
せ
／
ゆ
る
や
か

に
象
が
あ
ゆ
め
ば
／
み
座
ゆ
れ
／
ゆ
れ
光
り
／
金
銀
の
鈴
が
な

る
な
り
／
／
（
中
略
）
／
／
し
づ
し
づ
と
／
撥
橋
は
お
ろ
さ
れ

／
樞
な
り
き
し
み
／
ひ
と
び
と
／
う
つ
ろ
な
る
眼
を
ぬ
ぐ
ふ
な

り
／
／
か
く
て
／
日
は
昃
り
／
日
は
沈
み
／
影
青
く
丘
を
越
え

ゆ
く
／
王
が
い
で
ま
し
の
す
が
た
な
り
／
／
い
や
は
て
の
／
い

や
は
て
の
／
王
が
い
で
ま
し
の
す
が
た
な
り

（「
王
に
別
る
る
伶
人
の
う
た
　
丸
山
薫
に
」『
青
空
』
二
─
七

号
　
一
九
二
六
年
七
月
）

　
リ
フ
レ
イ
ン
を
巧
み
に
用
い
て
、
王
の
在
り
し
日
を
想
い
な
が
ら
、

去
り
ゆ
く
時
代
へ
の
哀
惜
を
か
き
た
て
る
伶
人
た
ち
の
〈
う
た
〉
は

お
伽
噺
を
物
語
る
よ
う
だ
。《
風
に
更
紗
の
か
け
ぎ
ぬ
ふ
か
せ
》
つ

つ
、
象
の
上
の
《
み
座
》
に
在
る
王
の
様
子
か
ら
、
東
洋
の
王
国
を

想
起
さ
せ
よ
う
。
こ
う
し
た
東
洋
的
情
趣
が
漂
う
王
国
の
在
り
し
日

を
哀
惜
す
る
詩
篇
を
、
何
故
三
好
は
丸
山
に
捧
げ
た
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
一
年
程
前
に
、
丸
山
が
『
新
思
潮
』
一
一
号
（
一
九
二
五
年
一

二
月
）
に
発
表
し
て
い
た
「
哭
き
た
る
王
」
を
み
て
み
た
い
。

　
醜
い
王
様
は
柱
廊
の
中
で
、
誰
ひ
と
り
此
の
世
の
外
な
る
壮

美
を
求
め
て
哭
い
て
居
た
。
既
う
そ
れ
は
久
し
い
事
で
は
あ
つ

た
。
夕
ぐ
れ
、
陽
は
赤
々
と
丹
塗
り
の
柱
を
ば
輝
か
し
、
ま
た

王
様
の
顔
を
真
紅
に
染
め
た
。
血
の
様
な
涙
が
そ
の
色
の
中
か
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ら
溶
け
て
は
、
王
様
の
顔
の
上
の
皺
を
川
の
様
に
流
れ
た
。
だ

が
人
々
は
王
様
を
恐
れ
た
。 

（「
哭
き
た
る
王
」）

　
《
丹
塗
り
の
柱
》
が
立
ち
並
ぶ
柱
廊
で
哭
く
醜
い
王
は
、
や
が
て

《
其
の
口
の
両
端
か
ら
両
頬
に
懸
け
て
耳
も
と
ま
で
走
つ
た
二
條
の

蔭く

翳ま

》
と
い
う
歌
舞
伎
の
隈
取
の
よ
う
な
形
相
と
な
り
、《
壮
麗
を

極
め
た
朱
色
の
鬼
》
に
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
す
る
。
鬼
や
《
高
徳
の

聖
》
が
登
場
す
る
こ
の
世
界
も
東
洋
風
の
〈
オ
ト
ギ
バ
ナ
シ
〉
で
あ

ろ
う
。
初
期
の
丸
山
の
散
文
に
は
オ
リ
エ
ン
タ
ル
な
王
宮
や
城
が
舞

台
と
な
り
、
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
に
よ
っ
て
展
開
す
る
お
伽
噺
風
の

世
界
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
等
と
同
時
期
に
並
行
し
て

発
表
さ
れ
て
い
た
詩
群
が
、
後
年
第
三
詩
集
『
幼
年
』
に
ま
と
め
ら

れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
こ
の
詩
集
の
タ
イ
ト
ル
と
同
名
の
詩
篇

「
幼
年
」
が
、
三
好
へ
の
献
辞
を
掲
げ
た
詩
篇
で
あ
っ
た
こ
と
の
重

要
性
を
私
た
ち
は
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。

む
か
し
、
わ
た
し
は
鳥
の
影
さ
す
美
し
い
古
城
に
生
れ
／
髯
の

青
い
侯
爵
さ
ま
を
ば
父
に
持
ち
／
い
つ
も
お
菓
子
や
侍こ
し
も
と女
に
と

り
巻
か
れ
な
が
ら
／
夕
雲
の
た
な
び
く
窓
辺
の
揺
籃
に
眠
る
と

き
に
は
／
誰
か
が
唄
ふ
遠
い
魔
法
の
谿
間
の
子
守
唄
を
ば
／
悲

し
げ
に
聞
い
た
や
う
な
気
も
ち
も
す
る
／
／
む
か
し
、
わ
た
し

は
星
も
光
を
消
す
山
奥
の
谿
間
に
生
れ
／
霧
の
湧
き
昇
る
嶺
々

を
母
と
た
づ
ね
て
／
日
も
す
が
ら
鹿
や
猪
と
闘
ひ
つ
ゞ
け
な
が

ら
／
風
の
ゆ
す
ぶ
る
樹
木
の
揺
籃
に
眠
る
と
き
に
は
／
誰
か
が

唄
ふ
遠
い
魔
法
の
お
城
の
子
守
唄
を
ば
／
悲
し
げ
に
聞
い
た
や

う
な
気
も
ち
も
す
る

（「
幼
年
（
三
好
達
治
に
）」『
椎
の
木
』
四
号
　
一
九
二
七
年

一
月
）

　
第
一
・
二
連
に
夫
々
異
な
る
境
遇
の
語
り
手
の
《
わ
た
し
》
が
登

場
し
、《
悲
し
げ
に
聞
い
た
や
う
な
気
も
ち
も
す
る
》
と
い
う
朧
げ

な
記
憶
の
中
の
子
守
唄
に
よ
っ
て
共
鳴
し
て
い
る
。
二
人
は
生
き
別

れ
た
双
子
な
の
か
、
あ
る
い
は
ど
ち
ら
か
の
前
世
の
記
憶
が
子
守
唄

を
契
機
に
呼
び
起
こ
さ
れ
て
い
る
の
か
、
様
々
な
可
能
性
や
想
像
が

か
き
た
て
ら
れ
る
よ
う
に
あ
え
て

0

0

0

作
ら
れ
て
い
る
。
殊
に
第
一
連
の

《
わ
た
し
》
の
父
が
《
髯
の
青
い
侯
爵
さ
ま
》
で
あ
る
こ
と
は
興
味

深
い
。
シ
ャ
ル
ル
・
ペ
ロ
ー
の
「
青
髭
」
の
物
語
が
自
ず
と
重
ね
ら

れ
、
そ
れ
を
裏
付
け
る
よ
う
に
《
わ
た
し
》
の
周
辺
に
母
の
姿
は
見

当
た
ら
な
い）

（1
（

。
先
の
三
好
の
「
祖
母
」
と
同
様
に
、
よ
く
知
ら
れ
た

お
伽
噺
を
重
ね
つ
つ
、
上
手
く
母
を
除
外
す
る
の
で
あ
る
。

　
後
年
『
幼
年
』
に
収
め
ら
れ
る
丸
山
の
初
期
詩
篇
に
は
、
父
を
権

力
者
と
し
て
描
き
、
反
発
を
滲
ま
せ
る
も
の
が
多
い
。「
幼
年
」
と

同
号
に
発
表
さ
れ
た
「
父
」
で
は
《
城
主
の
や
う
な
父
》
が
登
場
す

る
。
詩
集
収
載
時
に
は
、
第
二
連
一
行
目
の
父
は
《
家
の
奥
の
方
へ
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城
主
の
や
う
な
父
》
と
一
連
目
フ
レ
ー
ズ
が
リ
フ
レ
イ
ン
さ
れ
る
の

で
は
な
く
、《
家
の
奥
の
方
へ
狂
つ
た

0

0

0

父
》
に
書
き
換
え
ら
れ
、
母

を
《
奪
ひ
掠
め
て
》
て
い
く
。
こ
の
《
城
主
の
や
う
な
》《
狂
つ
た
》

父
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
詩
集
『
幼
年
』
の
最
後
に
配
さ
れ
た
詩
篇
「
城

の
奥
」
に
繋
が
る
こ
と
に
な
る
。
初
出
（『
椎
の
木
』
八
号
　
一
九

二
七
年
五
月
）
で
は
、「
城
の
奥
」
と
「
落
城
」
と
二
つ
の
詩
篇
に

分
け
ら
れ
て
掲
載
さ
れ
て
い
た
が
、『
幼
年
』
収
載
時
に
は
「
城
の

奥
」
を
Ⅰ
・
Ⅱ
に
分
け
、
Ⅲ
と
し
て
新
た
に
《
も
は
や
落
城
》
と
い

う
一
文
の
み
を
挿
入
し
、「
落
城
」
を
Ⅳ
と
し
て
入
れ
て
再
構
成
し

一
篇
と
し
た
。
ま
た
初
出
の
「
落
城
」
の
際
に
は
第
一
行
目
は
《
城0

が0

燃
え
て
ゐ
る
》
だ
っ
た
が
、『
幼
年
』
収
載
時
は
《
天
守
閣
が

0

0

0

0

燃

え
て
ゐ
る
》
に
書
き
換
え
ら
れ
て
い
る
。
狂
気
の
城
主
の
た
め
に
落

城
す
る
城
、
そ
の
滅
び
の
象
徴
を
天
守
閣
の
炎
上
と
し
て
象
徴
的
に

描
出
し
た
の
だ
。
ま
た
丸
山
の
初
期
作
品
は
古
今
東
西
の
お
伽
噺
を

思
わ
せ
る
舞
台
設
定
だ
け
で
は
な
く
、
お
伽
噺
に
お
馴
染
み
の
メ
タ

モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
が
描
か
れ
る
。
後
年
の
〈
物
象
詩
〉
の
内
実
に
も
つ

な
が
る
そ
れ
は
、『
新
思
潮
』
一
七
号
（
一
九
二
六
年
七
月
）
に
掲

載
さ
れ
た
散
文
「
城
」
に
も
二
重
に
描
か
れ
て
い
る
。

　
城
が
影
を
落
し
た
と
あ
る
湖
の
辺
で
、
子
ど
も
の
一
人
が
語

り
だ
し
た
。
／

─
あ
の
城
の
幾
重
に
も
襖
を
距
て
た
奥
の
間

に
は
、
お
城
主
さ
ま

0

0

が
白
羽
二
重
の
蒲
団
を
重
ね
、
終
ひ
ね
も
す
よ
も
す
が
ら

日
終
夜

昏
々
と
眠
つ
て
ゐ
る
。 

（「
城
」）

　
「
城
」
は
二
人
の
子
ど
も
が
湖
の
辺
の
城
の
《
お
城
主
さ
ま

0

0

》
の

正
体
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
父
母
か
ら
伝
え
聞
い
た
化
物
説
と
子
ど

も
の
眼
を
奪
う
鷹
説
で
言
い
争
う
話
で
あ
る
。
伝
聞
ゆ
え
、
ど
ち
ら

も
そ
の
正
体
を
実
際
に
視
た
こ
と
は
な
い
う
え
、
そ
の
正
体
を
視
る

と
〈
眼
〉
が
損
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
そ
も
そ
も
伝

聞
自
体
が
怪
し
い
。
と
こ
ろ
が
そ
の
無
意
味
な
言
い
争
い
の
最
中
で
、

い
つ
の
間
に
か
《
お
城
主
さ
ま

0

0

》
は
《
お
城
さ
ま

0

0

》
と
い
う
呼
称
に

変
わ
っ
て
し
ま
う
。
同
時
に
子
ど
も
た
ち
を
怒
鳴
り
つ
け
る
声
が
響

き
、《
巨
大
な
城
が
悒
鬱
な
頭
を
擡
げ
、
水
に
映
つ
た
そ
の
薄
暗
い

影
が
風
も
無
い
の
に
ゆ
ら
ゆ
ら

0

0

0

0

と
揺
れ
て
ゐ
た
》
と
、
城
自
体
が
怒

鳴
り
声
の
主
体
で
あ
る
か
の
よ
う
に
描
か
れ
る
の
だ
。
更
に
叱
ら
れ

た
子
ど
も
た
ち
も
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
で
は
《
青
い
色
の
お
臀
を
二
つ
並

べ
て
、
抜
き
足
差
し
足
お
づ
お
づ
と
湖
水
を
ば
渉
り
初
め
》、
そ
の

姿
は
《
水
鳥
の
や
う

0

0

》
と
形
容
さ
れ
る

0

0

0

0

0

の
で
あ
る
。
人
間
が
水
の
上

を
歩
け
る
は
ず
は
な
く
、《
水
鳥
》
へ
の
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
が
仄

め
か
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
「
城
」
の
世
界
で
は
城
主
が
城

自
体
に
、
子
ど
も
が
水
鳥
に
と
い
う
二
つ
の
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
が

仄
め
か
さ
れ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

の
だ
。
こ
の
主
客
の
反
転
を
含
め
た
メ
タ
モ
ル

フ
ォ
ー
ゼ
に
よ
る
展
開
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
眼
を
奪
わ
れ
る
、
あ

る
い
は
視
覚
を
損
な
う
と
い
う
モ
テ
ィ
ー
フ
は
、『
椎
の
木
』
に
発
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表
さ
れ
た
二
つ
の
三
好
の
詩
篇
に
も
繋
が
っ
て
い
る
の
だ
。

秋
の
叢
に
糸
を
垂
れ
て
／
青
い
き
り
ぎ
り
す
を
釣
つ
て
ゐ
よ
う

／
／
風
雅
を
好
む
皇
帝
に
な
つ
て
／
た
く
さ
ん
の
宦
官
を
従
へ

／
／
晝
す
ぎ
の
野
原
に
糸
を
垂
れ
て
／
青
い
宦
官
の
瞳
を
釣
つ

て
ゐ
よ
う 

（「
秋
」『
椎
の
木
』
創
刊
号
）

　
宦
官
制
度
を
有
す
る
皇
国
で
あ
る
こ
と
か
ら
や
は
り
東
洋
が
舞
台

と
な
ろ
う
。
海
や
川
で
な
く
叢
で
釣
り
を
す
る
と
い
う
逆
転
し
た
発

想
も
面
白
い
が
、
青
い
き
り
ぎ
り
す
の
眼
を
釣
っ
て
い
る
は
ず
だ
っ

た
の
に
、
い
つ
の
間
に
か
釣
る
対
象
は
宦
官
の
青
い
眼
に
す
り
替
っ

て
し
ま
う
。
宦
官
と
い
う
制
度
を
は
じ
め
、
臣
下
の
眼
を
も
奪
う
皇

帝
の
権
力
と
そ
の
残
虐
性
が
う
か
が
わ
れ
る
一
方
で
、
お
伽
噺
風
の

語
り
口
に
よ
っ
て
重
く
は
響
か
な
い
。

眼
の
見
え
な
い
王
様
は
／
美
し
い
后
に
手
を
ひ
か
れ
て
／
長
い

廊
下
を
お
渡
り
に
な
る
／
／
（
中
略
）
／
／
白
い
水
ど
り
と
黒

い
水
ど
り
と
／
お
尻
を
空
ざ
ま
に
し
て
／
か
は
る
が
は
る
／
そ

の
長
い
頸
を
水
底
へ
さ
し
の
べ
る
／
／
な
く
な
つ
た
王
様
の
眼

は
／
そ
こ
に
も
落
ち
て
は
ゐ
な
い
／
／
遠
く
の
御
殿
で
／
今
日

も
水
盤
に
新
し
い
花
を
盛
り
／
王
子
は
謹
慎
し
て
ゐ
ら
れ
る

 

（「
晝
」『
椎
の
木
』
六
号
）

　
「
晝
」
も
王
宮
が
舞
台
だ
が
、
王
と
后
が
渡
る
長
い
廊
下
は
丸
山

の
「
哭
き
た
る
王
」
の
丹
塗
り
の
柱
廊
を
、
二
羽
の
水
鳥
は
先
の

「
城
」
の
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
し
た
子
ど
も
た
ち
を
思
い
起
こ
さ
せ

る
。
失
く
し
た
眼
を
探
す
設
定
も
ど
こ
か
響
き
合
っ
て
い
る
。
何
故

王
は
眼
を
失
く
し
た
の
か
、
王
の
手
を
引
く
《
美
し
い
后
》
と
謹
慎

す
る
王
子
と
い
う
意
味
あ
り
げ
な
登
場
人
物
の
配
置
か
ら
、
王
国
に

秘
め
ら
れ
た
妖
し
く
も
美
し
い
秘
密
が
匂
い
立
つ
よ
う
だ
。

　
互
い
に
献
辞
を
掲
げ
た
詩
篇
も
含
め
て
、
こ
の
時
期
の
二
人
は
お

伽
噺
風
の
世
界
を
モ
テ
ィ
ー
フ
と
し
て
共
有
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る
。
た
だ
し
、
権
力
者
が
君
臨
す
る
城
や
王
国
は
滅
び
に
向

か
っ
て
お
り
、
母
な
る
存
在
も
た
び
た
び
不
在
で
あ
る
。
衰
滅
す
る

王
国
に
は
二
人
の
詩
人
の
傷
つ
き
損
な
わ
れ
た
幼
年
時
代
が
後
景
化

さ
れ
て
い
る
と
同
時
に
、
屈
折
し
た
〈
郷
愁
〉
に
互
い
に
共
振
し
つ

つ
、
詩
の
世
界
に
歩
み
出
し
た
彼
等
の
感
傷
を
見
る
こ
と
も
で
き
る
。

一
方
、
こ
の
お
伽
噺
風
の
世
界
に
は
リ
ア
リ
ズ
ム
や
自
然
主
義
に
半

旗
を
掲
げ
る
新
た
な
世
代
と
し
て
の
自
負
も
込
め
ら
れ
て
い
た
に
相

違
な
い
。
二
人
の
初
期
作
品
に
お
け
る
お
伽
噺
風
の
世
界
及
び
、
そ

の
世
界
特
有
の
現
象
は
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
に
ど
の
よ
う
に
接
続
し
て
い

く
の
だ
ろ
う
か
。

三
、
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
と
い
う
一
過
程

　
と
こ
ろ
で
、
お
伽
噺
を
お
伽
噺
足
ら
し
め
て
い
る
の
は
一
体
何
か
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と
考
え
る
と
き
、
荒
唐
無
稽
な
現
象
が
起
こ
る
か
ら
で
あ
る
と
、
言

う
こ
と
も
で
き
る
。
そ
の
荒
唐
無
稽
な
展
開
の
典
型
こ
そ
メ
タ
モ
ル

フ
ォ
ー
ゼ
と
い
う
現
象
で
あ
ろ
う
。
丸
山
の
詩
世
界
に
お
い
て
の
メ

タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
に
つ
い
て
は
、
既
に
述
べ
た
こ
と
が
あ
る）

（1
（

た
め
こ

こ
で
は
繰
り
返
さ
な
い
が
、
も
と
も
と
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
と
い
う

現
象
は
主
体
の
ゆ
ら
ぎ
と
も
言
え
る
。
主
体
で
あ
る
人
間
が
モ
ノ
に

置
換
（
擬
物
化
）、
あ
る
い
は
モ
ノ
が
擬
人
化
す
る
こ
と
を
は
じ
め
、

主
体
と
客
体
が
容
易
く
置
換
さ
れ
る
こ
の
現
象
が
、
日
本
の
近
現
代

文
学
の
新
た
な
表
現
と
し
て
改
め
て
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

は
新
感
覚
派
に
由
来
す
る
。
関
東
大
震
災
に
よ
っ
て
自
ら
の
よ
っ
て

立
つ
場
の
不
確
か
さ
を
実
感
し
た
彼
等
は
、
世
界
の
成
り
立
ち
を
根

本
か
ら
問
う
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
た
。
そ
の
中
で
西
洋
キ
リ
ス
ト
教

世
界
由
来
の
人
間
主
義
が
問
い
直
さ
れ
、
非
人
間
的
な
も
の
、
あ
る

い
は
物
質
・
モ
ノ
へ
の
志
向
も
生
じ
て
く
る
。

　
先
に
丸
山
の
お
伽
噺
的
世
界
へ
の
志
向
に
つ
い
て
時
代
の
要
請
と

響
き
合
っ
て
い
る
と
述
べ
た
が
、
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
と
い
う
現
象

を
可
能
と
す
る
の
は
、
人
間
主
義
へ
の
疑
義
や
非
人
間
的
な
も
の
へ

の
志
向
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
含
め
混
迷
す
る
時
代
か
ら
生
れ
た
〈
存

在
の
不
安
〉
と
い
え
よ
う
。
丸
山
の
擬
人
化
的
表
現
及
び
メ
タ
モ
ル

フ
ォ
ー
ゼ
は
、
初
期
の
散
文
を
経
て
モ
ダ
ニ
ズ
ム
影
響
下
の
第
一
詩

集
『
帆
・
ラ
ン
プ
・
鷗
』（
一
九
三
二
年
一
二
月
　
第
一
書
房
）
の

核
と
な
る
〈
物
象
詩
〉
に
結
実
す
る
が
、
丸
山
と
同
じ
く
、
三
好
の

初
期
詩
篇
、
殊
に
モ
ダ
ニ
ズ
ム
へ
の
移
行
期
に
も
同
様
の
傾
向
が
み

ら
れ
る
こ
と
は
ま
こ
と
に
興
味
深
い
。

し
づ
か
に
し
づ
か
に
／
永
劫
の
時タ
イ
ムの
嘆
い
て
ゐ
る
谷
ま
の
傾
斜

に
／
年
月
と
て
も
忘
れ
て
私
は
停た
た
ずむ
で
ゐ
た
／
手
は
し
な
え
／

衣き
も
の服
は
海
藻
の
や
う
に
濡
れ
て
／
め
し
う
ど
の
や
う
に
停
む
で

ゐ
た
／
さ
み
し
い
銀
色
の
光
に
つ
つ
ま
れ
／
そ
の
う
す
青
い
光

の
な
か
で
／
い
つ
し
ら
ず
私
は
年
お
い
／
私
は
あ
や
し
げ
な
樹

木
に
な
つ
て
し
ま
つ
て
ゐ
た
／
（
中
略
）
／
風
も
な
い
空
の
不

思
議
な
一
隅
か
ら
／
頭
の
青
い
小
さ
な
兀
鷹
の
や
う
な
鳥
が
生

れ
て
き
て
は
／
皿
の
や
う
に
ま
ひ
降
り
／
し
き
り
に
集
つ
て
き

て
翼
を
休
め
た
／
（
中
略
）
／
そ
の
皮
膚
か
ら
は
た
え
が
た
い

悪
臭
を
漂
は
せ
て
ゐ
た
／
そ
れ
ゆ
ゑ
に
樹
木
の
心
は
か
な
し
み

／
し
だ
い
に
言
葉
を
う
し
な
ひ
／
明
け
が
た
に
は
／
た
と
へ
や

う
も
な
い
懶
い
心
を
虹
の
や
う
に
橋
か
け
て
ゐ
た

 

（「
失
題
」『
青
空
』
二
─
九
号
　
一
九
二
六
年
九
月
）

　
語
り
手
は
長
い
年
月
《
停
む
》
で
い
る
内
に
、《
さ
み
し
い
銀
色

の
光
》《
う
す
青
い
光
》
に
包
ま
れ
た
《
あ
や
し
げ
な
樹
木
》
に
メ

タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
す
る
。《
永
劫
の
時
》
に
停
滞
す
る
湿
っ
た
青
白

い
時
空
が
何
を
指
す
の
か
は
、
も
は
や
言
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
と

こ
ろ
が
そ
の
樹
木
に
悪
臭
を
放
つ
無
気
味
な
《
頭
の
青
い
小
さ
な
兀
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鷹
の
や
う
な
鳥
》
が
寄
っ
て
く
る
と
、《
そ
れ
ゆ
ゑ
に
樹
木
の
心

0

0

0

0

は

か
な
し
み
／
し
だ
い
に
言
葉
を
う
し
な
ひ
》
と
、
い
つ
の
間
に
か
樹

木
は
語
り
手
（
主
体
）
で
は
な
く
な
り
、
客
体
化
さ
れ
て
し
ま
う
。

主
客
が
反
転
す
る
き
っ
か
け
と
な
る
汚
れ
た
《
兀
鷹
》
は
、
そ
の
頭

部
の
形
状
も
あ
り
ど
こ
と
な
く
胎
児
め
い
て
い
る
。
同
時
に
そ
の
醜

悪
さ
は
《
あ
や
し
げ
》
と
自
ら
称
す
る
樹
木
と
重
な
る
も
の
だ
。
自

身
と
通
ず
る
醜
悪
な
客
体
の
出
現
に
よ
っ
て
、《
言
葉
を
う
し
な
》
っ

た
樹
木
は
主
体
で
は
な
く
な
り
、《
永
劫
の
時タ
イ
ムの
嘆
い
て
ゐ
る
》
青

白
い
時
空
の
中
に
、《
兀
鷹
の
や
う
な
鳥
》
と
共
に
囲
繞
さ
れ
て
し

ま
う
の
だ
。「
失
題
」
の
三
ヶ
月
後
発
表
さ
れ
た
「
黒
い
旗
」
で
も

メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
が
次
々
に
語
ら
れ
る

0

0

0

0

。

私
は
、
し
だ
い
に
そ
の
穹
窿
を
鋭
く
す
る
頭
蓋
骨
を
も
つ
た
。

日
ご
と
に
高
ま
り
聳
え
て
ゆ
く
鵜
の
肩
を
も
つ
た
。
額
に
冷
た

く
切
れ
る
眉
の
根
を
怡
し
み
、
薄
暮
の
蟹
の
如
く
に
己
れ
の
肢

体
を
嗜
み
磨
い
た
。
水
流
の
音
を
聞
い
て
は
、
夜
陰
、
蟷
螂
の

装
束
を
な
し
て
石
橋
の
欄
干
を
渡
つ
た
。
も
の
音
に
愕
い
て
は
、

壁
に
滲
透
し
て
蝙
蝠
の
視
聴
を
ひ
そ
め
た
。
そ
し
て
明
方
に
は
、

足
跡
を
消
し
、
舟
虫
の
如
く
に
汀
を
疾
走
し
た
。
／
／
見
給
へ

─
／
今
日
も
あ
の
市
に
は
、
夜
、
無
惨
な
横
死
を
と
げ
た
幾

人
か
の
市
民
の
た
め
の
、
黒
い
旗
が
そ
の
塔
に
樹
て
ら
れ
て
、

静
か
に
翻
つ
て
ゐ
る
で
は
な
い
か
。

 

（「
黒
い
旗
」『
青
空
』
二
─
一
二
号
　
一
九
二
六
年
一
二
月
）

　
語
り
手
の
《
私
》
は
《
鵜
の
肩
》
を
持
つ
と
あ
る
よ
う
に
〈
鳥
〉

に
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
し
た
か
の
よ
う
だ
。
し
か
も
そ
れ
だ
け
に
と

ど
ま
ら
ず
、
蟹
・
蟷
螂
・
蝙
蝠
・
舟
虫
と
様
々
な
生
き
物
の
様
態
に

擬
え
、
変
態
し
て
い
る
か
の
よ
う
に

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

自
ら
を
語
り
続
け
る
。
次
々
に

卑
小
な
生
物
の
様
態
を
模
倣
し
、
逃
げ
続
け
る
《
私
》
と
は
何
者
か
。

正
体
は
明
か
さ
れ
な
い
ま
ま
、
い
つ
の
間
に
か
《
私
》
は
消
え
去
る
。

舞
台
が
転
換
し
た
後
半
、
塔
に
《
無
惨
な
横
死
を
と
げ
た
》
市
民
た

ち
を
弔
う
黒
い
旗
が
描
か
れ
る
こ
と
か
ら
、
お
そ
ら
く
《
私
》
は
虫

け
ら
同
様
に
殺
さ
れ
た
市
民
の
一
人
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い

う
推
測
に
導
か
れ
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
「
黒
い
旗
」
が
掲

載
さ
れ
た
次
号
の
『
青
空
』
か
ら
、
同
人
た
ち
が
気
軽
に
同
時
代
作

品
へ
の
寸
評
を
綴
る
「
青
空
語
」
の
連
載
が
始
ま
っ
て
い
る
の
だ
が
、

そ
の
記
念
す
べ
き
第
一
回
に
丸
山
兄
弟
の
芸
術
的
営
為
へ
の
讃
辞
を

三
好
が
綴
っ
て
い
る
こ
と
は
看
過
で
き
な
い
。

美
し
い
意
義
を
有
せ
る
、
余
り
多
く
の
も
の
は
予
想
す
る
事
の

出
来
な
い
芸
術
、
新
思
潮
丸
山
薫
及
び
丸
山
清
の
芸
術
。
古
く

し
て
、
そ
れ
故
に
甚
だ
新
ら
し
ロ
マ
ン
チ
ス
ム
の
穹
窿
、
哀
願

の
軽
気
球
、
朗
ら
か
な
そ
の
爆
発
。
／
そ
れ
ら
は
、
そ
れ
は
空

の
出
来
事
だ
と
、
君
等
は
思
ふ
の
か
？
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（
三
好
達
治
「
青
空
語
」『
青
空
』
三
─
一
号
　
一
九
二
七
年

一
月
）

　
お
伽
噺
と
い
う
一
見
古
風
な
ス
タ
イ
ル
が
逆
に
新
し
く
見
え
る
こ

と
。
ま
た
気
球
に
喩
え
ら
れ
る
よ
う
な
モ
ダ
ン
さ
や
イ
マ
ジ
ネ
ー

シ
ョ
ン
が
閃
く
兄
弟
の
芸
術
世
界
は
、
正
に
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
先
駆
け

と
も
い
え
る
性
格
を
恒
見
せ
る
と
同
時
に
、
芸
術
の
創
造
性
の
主
張

で
も
あ
っ
た
。
虚
構
世
界
は
《
空
の
出
来
事
》
で
は
な
い
と
、
創
造

世
界
の
自
律
性
と
リ
ア
リ
テ
ィ
を
問
い
か
け
る
三
好
は
、
同
号
に
散

文
詩
「
梢
の
話
」
を
発
表
す
る
の
だ
。

深
い
落
葉
を
踏
む
で
、
深
夜
、
そ
の
背
中
に
一
本
の
白
い
蝋
燭

を
と
も
し
、
身
を
揺
り
な
が
ら
、
銀
杏
樹
の
方
へ
一
頭
の
熊
が

近
づ
い
て
ゆ
く
。
／
（
中
略
）
／
／
銀
杏
樹
の
梢
か
ら
、
豊
か

な
毛
並
を
も
つ
た
、
こ
の
不
思
議
な
獣
も
の
を
、
ロ
シ
ア
人
ら

し
い
一
人
の
男
が
眺
め
て
ゐ
る
。
／
／
パ
パ
！
　
マ
マ
だ
よ
！

（
中
略
）
／
／
死
ん
だ
子
供
の
声
が
鳥
に
な
つ
て
、
空
か
ら
聞

え
て
来
る
。
死
ん
だ
妻
が
熊
に
な
つ
て
、
林
に
歩
い
て
来
る

─
そ
ん
な
事
は
あ
り
得
な
い
事
だ
。
そ
ん
な
事
は
あ
り
得
な

い
事
だ
と
、
梢
で
彼
は
考
へ
て
ゐ
る
。 

（「
梢
の
話
」）

　
一
連
に
は
妻
子
を
失
く
し
た
《
ロ
シ
ア
人
ら
し
い
一
人
の
男
》
が

梢
か
ら
奇
妙
な
熊
を
見
て
い
る
様
子
が
描
か
れ
る
。
し
か
も
亡
く

な
っ
た
子
供
の
声
が
鳥
の
鳴
き
声
と
な
っ
て
聞
こ
え
、
そ
の
熊
を
妻

だ
と
告
げ
る
の
で
あ
る
。
東
西
両
文
化
の
境
界
に
位
相
す
る
ロ
シ
ア
。

そ
の
ロ
シ
ア
民
話
で
は
お
馴
染
み
の
森
に
熊
が
登
場
す
る
こ
の
詩
世

界
で
は
、
亡
く
な
っ
た
子
供
と
妻
が
動
物
に
転
生
し
た
か
の
よ
う
に

語
ら
れ
る
。
こ
の
物
語
を
語
っ
て
い
る
の
は
誰
な
の
か
。
題
名
が

「
梢
の
話
」
で
あ
る
の
な
ら
ば
、
梢
に
潜
む
男
と
は
断
定
で
き
な
い
。

語
り
手
は
擬
人
化
さ
れ
た
《
銀
杏
樹
》
の
梢
と
も
い
え
る
。
あ
え
て
、

語
り
手
が
誰
で
あ
る
か
は
ぼ
か
さ
れ
た
ま
ま
、
こ
こ
で
も
擬
人
化
と

メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
の
手
法
が
お
伽
噺
風
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
の
後
、
三
好
の
『
青
空
』
へ
の
発
表
は
短
詩
や
散
文
詩
が
多
く

な
る
。
三
巻
二
号
（
一
九
二
七
年
二
月
）
に
も
散
文
詩
「
岬
の
話
」

「
蝙
蝠
と
少
年
　
丸
山
清
に
」
を
発
表
し
て
い
る
が
、
丸
山
薫
の

弟
・
清
へ
の
献
辞
が
掲
げ
ら
れ
た
「
蝙
蝠
と
少
年
」
に
は
《
少
年
よ
、

父
母
が
お
前
を
見
喪
つ
た
の
か
、
ま
た
は
、
お
前
が
父
母
を
見
喪
つ

た
の
か

─
。》
と
い
う
エ
ピ
グ
ラ
フ
が
添
え
ら
れ
、《
皮
膚
に
青
い

脂
肪
の
沈
殿
し
た
》《
支
那
人
》
の
少
年
が
《
種
も
な
い
憂
鬱
な
手

品
》
の
如
く
蝙
蝠
に
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
す
る
内
容
が
描
か
れ
る
。

そ
し
て
、
最
後
は
語
り
手
の
次
の
様
な
述
懐
で
締
め
括
ら
れ
て
い
る
。

蝙
蝠
の
鳴
い
て
ゐ
る
海
の
ほ
と
り
で
、
嘗
て
、
と
私
は
思
ふ
の

だ
、
そ
の
父
母
も
私
と
同
じ
や
う
に
、
あ
の
少
年
を
蝙
蝠
に
し
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て
し
ま
つ
た
の
だ
と
。
そ
し
て
ま
た
海
近
い
街
の
柳
の
影
で
、

今
日
も
あ
の
少
年
は
、
冷
た
い
手
の
ひ
ら
で
泣
い
て
ゐ
る
と
、

私
は
思
ふ
の
だ
が

─
。 

（「
蝙
蝠
と
少
年
」）

　
父
母
に
見
捨
て
ら
れ
、
語
り
手
も
そ
の
名
を
知
ら
ぬ
、
蝙
蝠
に
メ

タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
す
る
少
年
は
確
か
な
出
自
を
も
た
な
い
。
海
や
柳

と
い
う
揺
れ
動
く
も
の
の
影
の
中
で
、
青
白
い
色
彩
を
帯
び
永
遠
に

泣
き
続
け
る
こ
の
少
年
は
、「
玻
璃
盤
の
胎
児
」
と
同
様
の
存
在
で

は
な
い
か
。「
蝙
蝠
と
少
年
」
が
発
表
さ
れ
た
翌
月
、
先
に
と
り
あ

げ
た
眼
を
失
っ
た
王
が
登
場
す
る
東
洋
的
情
緒
漂
う
お
伽
噺
風
の

「
晝
」
を
、
三
好
は
『
椎
の
木
』
六
号
に
発
表
す
る
の
で
あ
る
。

　
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
と
い
う
現
象
は
、
本
来
な
ら
ば
視
覚
に
よ
っ

て
認
識
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
然
し
な
が
ら
、
丸
山
と
三
好
の
詩

世
界
に
描
か
れ
る
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
は
、
そ
の
変
容
の
瞬
間
が
描

か
れ
る
こ
と
は
な
い
。
丸
山
の
「
城
」
に
お
け
る
二
つ
の
メ
タ
モ
ル

フ
ォ
ー
ゼ
も
巧
妙
に
仄
め
か
す

0

0

0

0

様
に
書
か
れ
て
お
り
、
そ
の
瞬
間
を

視
覚
的
に
は
描
写
し
な
い
。
次
々
に
自
身
が
変
態
す
る
か
の
よ
う
に

語
り

0

0

続
け
る
三
好
の
「
黒
い
旗
」
も
、
主
体
が
自
ら
の
行
動
を
語
る

際
に
、
客
体
の
様
態
に
形
容
す
る

0

0

0

0

形
で
書
い
て
い
る
。
つ
ま
り
、
二

人
の
作
品
世
界
の
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
は
、
視
覚
で
は
な
く
、
読
者

の
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
誘
導
し
、
観
念
の
中
で
そ
の
変
容
を
描
い

て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
し
て
も
、
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
す
る
存
在
の
形
と
は
如
何

な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。「
形
を
成
す
」
と
い
う
表
現
が
あ
る
よ
う

に
、
私
た
ち
は
形
と
い
う
も
の
を
存
在
の
意
義
を
あ
ら
わ
す
固
定
さ

れ
た
確
か
な
も
の
と
し
て
考
え
て
い
る
。
そ
れ
は
個
々
の
相
貌
で
あ

り
、
ま
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
あ
ら
わ
れ
で
も
あ
る
と
、
当
然
の

よ
う
に
受
け
止
め
て
い
る
。
そ
う
考
え
れ
ば
、
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ

そ
れ
自
体
が
そ
も
そ
も
荒
唐
無
稽
な
現
象
と
な
る
。

　
で
は
そ
の
確
か
で
あ
る
は
ず
の
形
、
そ
の
存
在
の
意
義
や
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
が
揺
ら
ぐ
こ
と
が
容
易
く
起
こ
る
世
界
と
は
一
体
何
な

の
か
。
そ
れ
は
自
我
や
主
体
の
認
識
が
確
立
し
て
い
な
い
世
界
。
共

同
体
が
共
有
す
る
価
値
観
や
認
識
、
そ
れ
を
支
え
る
合
理
的
な
〈
知
〉

を
未
だ
持
た
な
い
存
在
で
あ
る
幼
子
の
有
す
る
お
伽
噺
の
世
界
で
は

な
い
か
。
既
存
の
〈
知
〉
に
と
ら
わ
れ
な
い
幼
子
に
と
っ
て
、
イ
マ

ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
と
現
実
の
境
界
は
な
く
、
荒
唐
無
稽
で
あ
ろ
う
と

〈
無
意
味
〉
で
あ
ろ
う
と
、
お
伽
噺
の
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
は
そ
の

ま
ま
受
容
さ
れ
る
。

　
未
曽
有
の
災
害
を
契
機
に
、
眼
前
の
現
実
を
基
盤
と
し
て
成
り
立

つ
世
界
そ
の
も
の
に
疑
義
の
眼
が
向
け
ら
れ
た
時
代
で
あ
っ
た
か
ら

こ
そ
、
逆
説
的
に
お
伽
噺
の
世
界
が
召
喚
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。

現
実
に
よ
り
か
か
る
リ
ア
リ
ズ
ム
や
自
然
主
義
は
も
は
や
時
代
遅
れ

で
あ
る
。
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
と
い
う
主
体
の
揺
ら
ぎ
を
当
然
と
し
、

反
転
し
続
け
る
世
界
を
描
く
お
伽
噺
は
、
新
た
な
虚
構
の
創
造
を
目
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指
す
若
い
世
代
の
芸
術
家
に
と
っ
て
は
、
逆
説
的
に
リ
ア
リ
テ
ィ
を

感
じ
さ
せ
る
も
の
と
し
て
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
う
し
た
軽

や
か
さ
を
有
す
る
荒
唐
無
稽
な
展
開
は
、
二
次
元
で
の
書
記
行
為
の

中
で
し
か
成
り
立
た
な
い
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
世
界
と
接
続
し
て
い
く
。

　
ま
た
個
々
の
民
族
の
記
憶
と
も
い
え
る
深
淵
か
ら
発
生
し
た
、
イ

マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
か
き
た
て
る
様
な
余
白

0

0

を
有
す
る
〈
小
さ
い
〉

物
語
で
あ
る
お
伽
噺
は
、〈
語
り
〉
に
よ
っ
て
紡
が
れ
る
。
そ
れ
ら

が
醸
し
出
す
リ
ズ
ム
や
テ
ン
ポ
は
〈
詩
〉
と
も
通
底
し
よ
う
。
お
伽

噺
に
擬
え
ら
れ
た
コ
ン
ト
、
そ
し
て
同
時
期
の
新
感
覚
派
の
旗
手
・

川
端
康
成
の
一
連
の
掌
編
小
説
論
に
〈
詩
〉
が
求
め
ら
れ
た
の
も
首

肯
で
き
る
。

　
『
詩
と
詩
論
』
創
刊
後
、
一
連
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
流
れ
の
中
で
、

新
散
文
詩
運
動
が
展
開
さ
れ
、
三
好
の
『
測
量
船
』
の
中
心
部
を
占

め
る
散
文
詩
が
書
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
〈
詩
情
〉
の
追
求

の
中
で
〈
詩
〉
と
散
文
が
近
接
す
る
時
代
が
到
来
す
る
の
で
あ
る
。

二
人
の
詩
人
は
、
こ
の
後
、
北
川
冬
彦
と
の
接
近
に
よ
り
モ
ダ
ニ
ズ

ム
に
傾
斜
し
て
い
く
。
三
好
は
『
亞
』
三
二
号
（
一
九
二
七
年
六

月
）
に
ポ
ー
ル
・
エ
リ
ュ
ア
ー
ル
の
詩
の
翻
訳
を
投
稿
し
た
後
、
北

川
や
安
西
冬
衛
等
の
主
張
す
る
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
様
々
な
試
み
に
協
調

し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
今
度
は
、
丸
山
が
三
好
を
追
い
か

け
る
よ
う
に
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
世
界
に
入
っ
て
い
く
の
だ
。

む
か
し
、
わ
た
し
は
鳥
の
影
さ
す
美
し
い
古
塔
に
生
れ
／
髯
の

青
い
侯
爵
さ
ま
を
父
に
も
つ
て
／
／
（
中
略
）
／
／
た
れ
か
が

唄
ふ
遠
い
魔
法
の
谿
の
子
守
唄
を
ば
／
夢
の
ま
に
悲
し
く
聴
い

た
覚
え
も
あ
る
／
／
（
中
略
）
／
／
む
か
し
、
わ
た
し
は
星
も

光
消
す
山
奥
の
谿
間
に
生
れ
／
霧
湧
き
こ
む
る
嶺
々
を
母
を
た

づ
ね
て
／
／
（
中
略
）
／
／
た
れ
か
が
唄
ふ
遠
い
魔
法
の
塔
の

子
守
唄
を
ば
／
悲
し
げ
に
聴
い
た
気
も
ち
も
す
る

 

（「
幼
年
」『
幼
年
』
収
載
版
）

　
モ
ダ
ニ
ズ
ム
前
夜
、
後
年
、
第
三
詩
集
『
幼
年
』
の
タ
イ
ト
ル
と

も
な
っ
た
、
丸
山
が
三
好
に
捧
げ
た
詩
篇
「
幼
年
」。
こ
の
お
伽
噺

の
世
界
で
共
鳴
す
る
二
人
の
《
わ
た
し
》
の
様
に
、
失
わ
れ
た
母
、

存
在
が
存
在
と
な
る
前
の
未
生
の
世
界
、〈
原
郷
〉
へ
の
〈
郷
愁
〉

を
誘
う
《
子
守
唄
》
を
、
青
白
く
発
光
す
る
揺
籃
の
中
で
、
二
人
の

詩
人
は
確
か
に
聴
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
南
北
書
園
版
の
『
測
量
船
』
に
『
青
空
』
時
代
の
詩
篇
を
追
補
し

た
後
、
三
好
は
丸
山
の
初
期
の
作
風
に
つ
い
て
次
の
様
に
述
懐
し
て

い
る
。　

理
由
も
な
く
茫
漠
と
し
た
一
種
音
楽
的
な
哀
感
と
、
気
軽
な

無
理
の
な
い
フ
ァ
ン
テ
ー
ジ
ー
と
は
、
彼
に
生
来
の
優
雅
な
詩

境
で
、
昔
も
今
も
変
り
が
な
い
。（
中
略
）
も
し
も
私
が
そ
の
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後
詩
に
就
て
多
少
の
も
の
を
多
少
の
世
界
か
ら
学
ん
だ
と
し
て

も
、
そ
の
最
初
の
出
発
を
彼
に
負
う
て
ゐ
る
幸
運
は
忘
れ
難
い
、

ま
た
事
実
私
自
身
そ
の
幸
運
な
偶
然
を
今
も
全
く
見
失
つ
て
は

ゐ
な
い
つ
も
り
で
あ
る
。

（
三
好
達
治
「
文
学
的
青
春
傳
」『
群
像
』
一
九
五
一
年
五
月

号
）

　
モ
ダ
ニ
ズ
ム
を
経
過
し
主
知
的
抒
情
詩
へ
と
い
う
同
じ
歩
み
を
た

ど
っ
た
三
好
達
治
と
丸
山
薫
。
若
き
頃
互
い
に
共
鳴
し
た
も
の
こ
そ

が
各
々
の
詩
業
の
原
点
で
あ
る
こ
と
を
、
三
好
は
深
く
理
会
し
、
そ

の
〈
郷
愁
〉
の
内
実
を
か
み
し
め
て
い
る
。

注（
１
）　
丸
山
薫
「
伊
良
湖
岬
」、
初
出
は
田
宮
虎
彦
編
『
岬
』（
一
九
六
〇
年

　
一
一
月
　
有
紀
書
房
）。

（
２
）
北
川
透
「『
測
量
船
』
の
可
能
性
」　
講
談
社
文
芸
文
庫
『
測
量
船
』

（
一
九
九
六
年
九
月
　
講
談
社
）

（
３
）　
後
年
、
石
原
八
束
編
集
の
『
定
本
三
好
達
治
全
詩
集
』（
一
九
六
二

年
三
月
　
筑
摩
書
房
）
が
刊
行
さ
れ
る
際
に
は
二
十
二
篇
が
追
補
。
死

後
の
刊
行
と
な
る
が
、
一
九
六
四
年
七
月
に
冬
至
書
房
か
ら
刊
行
さ
れ

た
『
定
本
測
量
船
』
に
は
二
篇
追
補
。
そ
し
て
、
一
九
六
四
年
一
〇
月

に
筑
摩
書
房
よ
り
刊
行
が
始
ま
っ
た
『
三
好
達
治
全
集
』（
全
一
二
巻
）

の
第
一
巻
（
一
九
六
四
年
一
〇
月
）
は
、
一
九
二
六
年
か
ら
一
九
四
一

年
ま
で
の
詩
篇
を
収
載
す
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
、《『
青
空
』
初
出
の
拾

遺
詩
等
一
五
篇
を
更
に
収
集
し
、
こ
の
期
の
全
詩
篇
を
あ
ま
ね
く
収

載
》
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

（
４
）　
一
九
二
七
年
ま
で
を
対
象
と
す
る
と
、
他
に
『
近
代
風
景
』
二
巻
一

一
号
（
一
九
二
七
年
一
二
月
）
に
、「
暗
い
城
の
や
う
な
家
」
を
発
表

し
て
い
る
。

（
５
）　
藤
本
寿
彦
は
『
水
夫
の
足
』（
一
九
九
三
年
八
月
　
七
月
堂
）
の
、

「
同
人
雑
誌
と
い
う
文
学
空
間
の
再
現
（
１
）

─
あ
る
い
は
雑
誌

「
亜
」
の
世
界

─
」「
同
人
雑
誌
と
い
う
文
学
空
間
の
再
現
（
２
）

─
作
品
に
取
り
込
ま
れ
た
談
笑
の
世
界

─
」
の
中
で
、
同
人
雑
誌

『
亞
』『
青
空
』『
椎
の
木
』『
信
天
翁
』
の
〈
同
人
空
間
〉
で
の
詩
人

間
で
互
い
に
献
辞
を
添
え
た
詩
篇
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、『
亞
』
に

お
け
る
〈
同
人
空
間
〉
内
で
の
北
川
冬
彦
と
安
西
冬
衛
の
交
感
、
そ
し

て
丸
山
薫
が
か
か
わ
っ
た
『
椎
の
木
』『
信
天
翁
』
の
〈
同
人
空
間
〉

で
の
打
ち
解
け
た
〈
談
笑
〉
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
丸
山
と
三
好
の
関

係
に
つ
い
て
は
考
察
し
て
い
な
い
。

（
６
）　
丸
山
は
一
九
二
三
年
の
『
嶽
水
会
雑
誌
』
八
四
号
（
七
月
）
に
「
送

春
愚
話
」、
八
五
号
（
一
二
月
）
に
「
噴
水
」、
翌
一
九
二
四
年
に
も
八

六
号
（
三
月
）
に
「
夜
の
卓
に
」、
八
八
号
（
一
二
月
）
に
も
「
夕
」

と
い
う
い
ず
れ
も
詩
篇
を
発
表
。
ま
た
一
九
二
五
年
一
二
月
の
九
一
号

に
は
短
歌
を
三
首
発
表
し
て
い
る
。

（
７
）　
同
号
の
「
後
記
」（
前
山
鉦
吉
）
に
は
、《
新
し
き
コ
ン
ト
の
作
者
と

新
し
き
ポ
エ
ム
の
う
た
ひ
て
と
を
任
ず
る
人
／
そ
し
て
同
人
丸
山
清
の

兄
で
あ
る
》
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
丸
山
の
初
期
の
散
文
及
び

そ
の
時
代
的
な
位
相
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
未
だ
世
に
知
れ
な
い
〈
オ

ト
ギ
バ
ナ
シ
〉
と
〈
詩
〉
の
狭
間

─
丸
山
薫
の
〈
オ
ト
ギ
バ
ナ
シ
〉

文
学
の
時
代
的
位
相

─
」（『
愛
知
大
学
短
期
大
学
部
研
究
論
集
』
四

四
号
　
二
〇
二
一
年
一
二
月
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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（
８
）　
『
青
空
』
掲
載
時
は
「
玻
璃
盤
の
嬰
児
」
だ
っ
た
が
、『
測
量
船
』

収
載
時
に
改
題
さ
れ
た
。
な
お
、
三
高
時
代
の
《
漸
く
そ
の
卒
業
間
際

に
、「
玻
璃
盤
の
嬰
児
」
と
題
す
る
、
あ
ま
り
上
出
来
で
も
な
い
一
篇

の
詩
を
書
き
得
た
外
、
何
ら
の
収
穫
を
も
得
な
い
で
し
ま
つ
た
》
と
三

好
は
「
詩
壇
十
年
記
」（『
若
草
』）
一
九
三
七
年
五
月
号
）
に
お
い
て

述
懐
し
て
い
る
。

（
９
）　
三
好
達
治
「
詩
壇
十
年
記
」『
若
草
』（
一
九
三
七
年
五
月
号
）。

（
10
）　
吉
田
凞
生
「
三
好
達
治
「
乳
母
車
」」『
国
文
学
　
解
釈
と
教
材
の
研

究
』
二
四
巻
一
一
号
（
一
九
七
九
年
九
月
）

（
11
）　
注
（
７
）
参
照
。

（
12
）　
岡
田
三
郎
は
、「
東
京
朝
日
新
聞
」
に
発
表
し
た
「
詩
を
失
へ
る
文

壇
」（
大
正
一
三
年
八
月
五
日
・
六
日
、
上
下
連
載
）
の
中
で
、
文
壇

の
停
滞
を
《
純
情
よ
り
発
す
る
欲
求
を
失
つ
た
の
で
あ
る
。
詩
を
失
つ

た
の
で
あ
る
。
こ
の
失
は
れ
た
欲
求
、
失
は
れ
た
詩
を
と
り
か
へ
す
の

が
、
我
我
刻
下
の
務
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。》（「
詩
を
失
へ
る
文
壇
」

下
）
と
も
述
べ
て
お
り
、
コ
ン
ト
提
唱
の
背
景
に
〈
詩
〉
へ
の
希
求
が

あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
ま
た
川
端
康
成
も
間
も
な
く
一
連
の

掌
編
小
説
論
を
手
掛
け
、
そ
の
中
で
〈
詩
〉
と
の
類
縁
性
を
綴
る
こ
と

と
な
る
。

（
13
）　
第
二
四
回
「
新
潮
合
評
会
」
に
は
、
徳
田
秋
聲
、
宇
野
浩
二
、
加
能

作
次
郎
、
千
葉
亀
雄
、
広
津
和
郎
、
中
村
武
羅
夫
が
参
加
し
て
い
る
。

広
津
の
短
篇
に
つ
い
て
合
評
す
る
箇
所
に
は
、「
コ
ン
ト
と
リ
ア
リ
ズ

ム
の
作
品
」
と
い
う
副
題
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。

（
14
）　
「
幼
年
」
詩
篇
の
第
二
連
は
、『
椎
の
木
』
掲
載
時
は
《
霧
湧
き
昇

る
嶺
々
を
母
と0

た
づ
ね
て
》
と
、
母
と
一
緒
に
森
を
さ
ま
よ
っ
て
い
る

よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
が
、『
幼
年
』
に
収
め
ら
れ
た
際
に
は
《
霧
湧

き
こ
む
る
嶺
々
を
母
を0

た
づ
ね
て
》
に
書
き
換
え
ら
れ
て
い
る
。
一
方

で
梢
の
揺
籃
で
眠
る
時
は
独
り
で
あ
る
か
の
よ
う
に
描
か
れ
て
お
り
、

母
の
存
在
は
希
薄
だ
。「
と
」
と
「
を
」
の
違
い
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

誤
植
と
み
な
す
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
詩
集
収
載
時
に
、
丸

山
が
母
の
欠
損
を
明
確
に
打
ち
出
す
表
現
に
訂
正
し
た
こ
と
を
重
視
し

た
い
。

（
15
）　
丸
山
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
影
響
下
の
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
に
つ
い
て
は
拙

論
「
丸
山
薫
『
鶴
の
葬
式
』
の
詩
世
界
─
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
の
詩
学

─
」（『
四
季
派
学
会
論
集
』
一
四
集
　
二
〇
〇
八
年
八
月
）
が
あ
る
。

ま
た
丸
山
の
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
を
引
き
起
こ
す
擬
人
化
的
表
現
が
、

新
感
覚
派
の
文
学
世
界
と
時
代
的
に
つ
な
が
る
こ
と
に
つ
い
て
は
「
流

動
す
る
〈
物
象
〉
─
丸
山
薫
と
新
感
覚
派
の
系
譜
─
」（『
愛
知
大
学
短

期
大
学
部
　
研
究
論
集
』
四
〇
号
　
二
〇
一
七
年
一
二
月
）
で
既
に
論

じ
て
い
る
。
ま
た
初
期
の
散
文
に
つ
い
て
は
、
注
（
７
）
に
あ
げ
た

「
未
だ
世
に
知
れ
な
い
〈
オ
ト
ギ
バ
ナ
シ
〉
と
〈
詩
〉
の
狭
間

─
丸

山
薫
の
〈
オ
ト
ギ
バ
ナ
シ
〉
文
学
の
時
代
的
位
相

─
」
を
参
照
さ
れ

た
い
。


