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本
稿
は
、
科
研
費
基
盤
研
究
Ｃ
「
心
敬
の
文
学
作
品
に
お
け
る
創
造
と
新
撰
菟
玖
波
文
学
圏
へ
の
影
響
に
つ
い
て
の
総
合
的
研
究
」（
研
究

代
表
者
伊
藤
、研
究
分
担
者
奥
田
）の
一
環
と
し
て
行
な
っ
て
い
る「『
落
葉
百
韻
』訳
注（
二
）」で
あ
る
。
注
釈
は「『
落
葉
百
韻
』訳
注（
一
）」

と
同
じ
く
伊
藤
が
下
原
稿
を
作
成
し
、
奥
田
と
の
メ
ー
ル
会
議
及
び
複
数
回
の
対
面
会
議
で
意
見
交
換
、
討
議
を
行
な
い
、
そ
の
結
果
を
完

成
原
稿
に
ま
と
め
て
い
る
。

凡
例　

一
、
底
本
は
本
能
寺
蔵
某
年
十
月
二
十
五
日
賦
何
人
百
韻
（『
落
葉
百
韻
』）
で
あ
る
。
該
本
は
孤
本
で
あ
る
た
め
対
校
本
は
な
い
。

一
、!

注
釈
本
文
は
、
読
解
の
便
を
は
か
る
た
め
、
底
本
を
歴
史
的
仮
名
遣
い
表
記
に
あ
ら
た
め
て
清
濁
を
付
し
た
。
原
文
は
百
韻
の
翻
刻

に
示
し
て
あ
り
、
適
宜
参
照
さ
れ
た
い
。
原
文
の
表
記
の
誤
り
と
考
え
ら
れ
る
箇
所
は
改
め
、
あ
て
字
、
異
体
字
、
送
り
仮
名
は
標

準
的
な
表
記
に
直
し
て
示
し
た
。
漢
字
表
記
が
自
然
で
あ
る
語
句
に
関
し
て
は
、
全
体
の
統
一
を
考
え
て
漢
字
に
直
し
、
難
読
語
句

に
は
、
校
注
者
が
括
弧
書
き
で
振
り
仮
名
を
付
し
、
踊
り
字
は
す
べ
て
開
い
て
い
る
。
校
注
者
に
よ
る
改
訂
部
分
の
う
ち
、
特
記
す

べ
き
も
の
は
、
注
釈
内
に
付
記
し
た
。

本
能
寺
蔵
『
落
葉
百
韻
』
訳
注
（
二
）

伊 

藤 

伸 

江
・
奥 

田 　

 

勲
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一
、!

各
句
に
は
、
百
韻
全
体
の
通
し
番
号
を
句
頭
に
示
し
、
参
考
と
し
て
、
各
懐
紙
内
で
の
そ
の
句
の
所
在
を
懐
紙
の
順
、
表
と
裏
の
別
、

表
裏
ご
と
の
句
の
番
号
で
表
し
、
前
句
を
添
え
た
。

一
、!

語
釈
に
あ
げ
る
和
歌
、
連
歌
例
は
、
後
述
引
用
文
献
に
依
る
。
百
韻
の
読
解
に
有
効
な
際
に
は
、
先
例
の
み
な
ら
ず
後
代
の
作
品
も

例
示
す
る
場
合
が
あ
る
。
私
に
清
濁
を
付
し
、
片
仮
名
な
ど
読
解
に
不
便
な
文
字
は
必
要
に
応
じ
平
仮
名
に
改
め
た
。

一
、!
各
句
に
は
、【
式
目
】【
作
者
】【
語
釈
】【
現
代
語
訳
】
の
説
明
項
目
を
設
け
る
と
共
に
、
二
句
一
連
の
連
歌
の
中
で
句
が
ど
の
よ
う

に
作
用
す
る
か
、
及
び
独
立
し
た
一
句
で
は
ど
ん
な
意
味
を
持
つ
か
に
配
慮
し
【
現
代
語
訳
】
の
他
に
【
付
合
】 【
一
句
立
】
の
項
目

を
設
け
た
。
さ
ら
に
必
要
な
場
合
に
は
【
考
察
】【
補
説
】【
他
出
文
献
】
の
項
目
も
設
け
た
。

※!

本
訳
注
（
二
）
の
引
用
文
献
典
拠
一
覧
及
び
参
考
文
献
は
、
同
時
に
刊
行
さ
れ
る
『
愛
知
県
立
大
学
日
本
文
化
学
部
論
集
国
語
国
文
学

科
編　

第
一
号
』
掲
載
の
訳
注
（
一
）
の
引
用
文
献
典
拠
一
覧
及
び
参
考
文
献
を
兼
ね
る
。
ま
た
本
百
韻
の
翻
刻
も
同
論
集
に
掲
載
し

て
い
る
。

（
初
折　

裏　

七
）　

う
き
を
た
つ
き
に
世
を
す
つ
る
道

一
五　

あ
ら
ま
し
に
さ
そ
は
れ
そ
む
る
墨
の
袖　
　

正
頼

【
式
目
】　

雑
・
述
懐
（
あ
ら
ま
し
・
墨
の
袖
）

【
作
者
】　

正
頼
。
句
揚
の
末
尾
に
名
を
記
さ
れ
、
出
詠
数
も
四
句
で
執
筆
に
つ
い
で
少
な
く
、
連
歌
に
関
し
て
は
巧
者
で
は
な
い
。
井
上

宗
雄
氏
は
、『
新
撰
菟
玖
波
集
』
に
二
句
入
集
し
て
い
る
平
正
頼
（
細
川
高
国
家
人
）
か
、も
し
く
は
正
頼
と
い
う
名
の
僧
か
（
正
徹
の
弟
子
か
）

と
推
定
す
る
（『
康
正
三
年
武
家
歌
合
』
解
説
）。
正
頼
の
名
は
、こ
の
『
落
葉
百
韻
』
以
前
に
は
、『
享
徳
千
句
』（
享
徳
二
年
（
一
四
五
三
））、

『
康
正
三
年
八
月
十
三
日
何
路
百
韻
』（
一
四
五
七
）
に
見
ら
れ
、
い
ず
れ
も
百
韻
に
三
〜
四
句
出
句
し
、『
康
正
三
年
九
月
七
日
武
家
歌
合
』

に
正
徹
、
心
敬
、
正
広
ら
の
名
と
共
に
見
ら
れ
る
。
こ
の
百
韻
以
後
は
、『
明
応
三
年
十
月
晦
日
何
路
百
韻
』（
一
四
九
四
）、『
東
山
千
句
』（
永

正
十
五
年
（
一
五
一
八
））（
第
六
百
韻
に
て
発
句
を
詠
む
）
に
名
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
詠
者
は
、
永
正
十
七
年
（
一
五
二
〇
）
に
没
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し
た
河
原
林
対
馬
守
正
頼
で
あ
る
。
河
原
林
正
頼
が
、仮
に
七
十
歳
で
没
し
た
と
す
る
と
、生
年
は
享
徳
初
年
頃
（
一
四
五
〇
年
頃
）
と
な
る
。

そ
れ
ゆ
え
、『
落
葉
百
韻
』
の
正
頼
は
河
原
林
正
頼
と
は
別
人
で
あ
り
、享
徳
、康
正
年
間
頃
に
名
が
見
え
る
、正
徹
周
辺
の
人
物
と
思
わ
れ
る
。

【
語
釈
】　

●
あ
ら
ま
し　

そ
の
よ
う
に
あ
り
た
い
と
願
う
期
待
。
こ
こ
は
、
世
の
う
れ
わ
し
さ
か
ら
逃
れ
て
静
か
に
暮
ら
し
た
い
と
願
う

気
持
ち
。「
あ
ら
ま
し
の
心
の
末
は
そ
れ
な
が
ら
お
も
は
ぬ
山
に
す
み
ぞ
め
の
袖
」（
新
続
古
今
集
・
雑
中
・
一
八
七
四
・
栄
仁
親
王
）。「
述

懐
の
心
、
有
増
」（
連
珠
合
璧
集
）。「
捨
ぬ
べ
き
世
や
あ
ら
ま
し
に
過
す
ら
ん
／
い
た
づ
ら
に
聞
入
相
の
声
」（
熊
野
千
句
第
七
百
韻
・
二
一

／
二
二
・
元
説
／
常
安
）。
●
さ
そ
は
れ
そ
む
る　

誘
わ
れ
て
心
が
動
き
は
じ
め
、入
り
こ
ん
で
い
っ
た
。「
そ
む
る
」の
部
分
、「
墨
」の
縁
。「
墨

染
ト
ア
ラ
バ
、
衣
袖
な
ど
に
い
ふ
べ
し
。
又
只
墨
の
袖　

墨
の
衣
と
も
い
ふ
。
染
（
そ
む
る
）」（

連
珠
合
璧
集
）。
●
墨
の
袖　

墨
染
の
僧
衣
。「
法
の
師
に
い

ま
一
し
ほ
と
墨
の
袖
夕
に
そ
む
る
か
ね
の
声
か
な
」（
松
下
集
・
薄
暮
鐘
・
九
六
〇
）。
な
お
、『
草
根
集
』
永
享
二
年
十
二
月
三
日
詠
の
詞
書

に
「
海
印
寺
の
僧
正
、
弟
子
の
持
宝
禅
師
に
華
厳
宗
管
首
な
ど
ゆ
づ
り
て
、
ひ
た
す
ら
墨
の
袖
の
や
う
に
な
り
て
、
萱
ぶ
き
の
所
作
て
か
た

は
ら
に
こ
も
り
ゐ
ら
れ
た
る
よ
し
聞
き
侍
り
て
、
ま
か
り
と
ぶ
ら
ひ
し
」
と
あ
り
、「
墨
の
袖
」
は
僧
綱
と
関
係
が
な
い
遁
世
の
あ
り
さ
ま
を

さ
す
か
。

【
付
合
】　
「
世
を
捨
つ
る
」
に
「
墨
の
袖
」
が
付
く
。

【
一
句
立
】　

世
を
逃
れ
た
い
と
願
う
気
持
ち
に
心
が
動
か
さ
れ
、
墨
染
の
僧
衣
を
ま
と
う
身
に
な
っ
た
。

【
現
代
語
訳
】（
前
句　

つ
ら
い
と
思
う
気
持
ち
を
き
っ
か
け
と
し
て
入
る
、
世
を
捨
て
る
道
で
あ
る
こ
と
よ
。）
世
を
逃
れ
た
い
気
持
ち
に

心
が
動
か
さ
れ
、
墨
染
の
僧
衣
を
ま
と
う
身
と
な
っ
て
い
っ
た
の
だ
。

（
初
折　

裏　

八
）　

あ
ら
ま
し
に
さ
そ
は
れ
そ
む
る
墨
の
袖

一
六　

ゆ
ふ
べ
の
鐘
の
な
み
だ
と
ふ
聲　
　

心
敬

【
式
目
】　

雑
・
述
懐
（
涙
）　

夕
べ
（
一
座
二
句
物
・
時
分
）　

鐘
只
一　

入
逢
一　

尺
教
一　

異
名
一
（
一
座
四
句
物
）

【
作
者
】　

心
敬
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【
語
釈
】　

●
夕
べ
の
鐘　

夕
暮
れ
時
に
つ
く
寺
院
の
鐘
。「
鐘
ト
ア
ラ
バ
、
ゆ
ふ
べ　

こ
ゑ
」（
連
珠
合
璧
集
）。
こ
の
言
い
回
し
は
、
一
般

的
な
歌
語
の
よ
う
に
思
え
る
が
、
実
は
正
徹
が
特
に
多
用
す
る
、
い
わ
ば
正
徹
の
特
異
語
句
で
あ
る
こ
と
は
注
意
し
て
よ
い
。
同
類
の
語
句

で
広
く
用
い
ら
れ
る
歌
語
に
「
入
相
の
鐘
」
が
あ
り
、お
そ
ら
く
同
義
と
考
え
ら
れ
て
き
た
よ
う
だ
が
、正
徹
は
区
別
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

心
敬
も
そ
の
考
え
を
う
け
つ
い
で
い
る
か
。「
嵐
ふ
く
夕
の
鐘
の
声
お
ち
て
松
に
つ
れ
な
き
峯
の
白
雪
」（
草
根
集
・
雪
夕
鐘
・
一
一
六
八
・

永
享
元
年
正
月
十
日
詠
）。「
あ
ら
ま
し
の
身
に
送
る
哀
さ
／
聞
き
果
て
ぬ
夕
の
鐘
に
寝
覚
し
て
」（
竹
林
抄
・
雑
上
・
一
二
四
〇
・
無
表
記
（
心

敬
））。
夕
べ
の
鐘
は
、
音
の
中
に
仏
法
の
教
え
を
内
包
す
る
。「
し
づ
か
に
て
夕
の
鐘
の
こ
と
は
り
を
き
ゝ
い
る
ゝ
人
や
涙
お
つ
ら
ん
」（
草

根
集
・
晩
鐘
・
二
五
四
五
・
文
安
四
年
八
月
廿
七
日
詠
）。「
き
き
し
ら
ぬ
み
み
に
も
ふ
れ
よ
の
り
の
こ
ゑ
／
ゆ
ふ
べ
の
か
ね
に
か
へ
る
つ
り

ふ
ね
」（
新
撰
菟
玖
波
集
・
雑
二
・
二
七
六
〇
／
二
七
六
一
・
三
條
西
実
隆
）。
●
涙
と
ふ　

鐘
が
聞
こ
え
て
く
る
こ
と
を
「
と
ふ
」
と
詠
み
、

鐘
が
袖
の
涙
を
訪
れ
る
こ
と
を
い
う
。
和
歌
に
お
い
て
は
、
袖
の
涙
を
訪
れ
る
景
物
は
、
月
や
秋
風
、
時
雨
な
ど
で
あ
り
、
鐘
は
珍
し
い
。

●（
鐘
の
）声　

鐘
の
音
。
聞
い
た
時
に
、意
味
を
持
っ
て
、心
情
に
訴
え
か
け
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
音
を
表
現
す
る
言
い
方
。「
鐘
の
声
」

を
、
訪
ね
て
き
て
心
に
あ
る
感
情
を
呼
び
お
こ
す
力
を
持
つ
も
の
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
、
こ
の
感
覚
は
正
徹
の
和
歌
に
感
じ
ら
れ
、
心
敬

も
継
承
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。「
枕
と
ふ
暁
の
か
ね
の
声
た
え
て
こ
た
へ
ん
方
も
な
き
思
か
な
」（
草
根
集
・
暁
鐘
・
一
〇
二
四
七
・
長

禄
二
年
二
月
八
日
詠
）。

【
付
合
】　

前
句
の
「
墨
の
袖
」
か
ら
、「
袖
」
に
「
涙
」
を
付
け
た
。「
涙
ト
ア
ラ
バ
、
袖
衣
手
」（
連
珠
合
璧
集
）。「
墨
染
の
衣
の
袖
は
雲

な
れ
や
涙
の
雨
の
た
え
ず
降
る
ら
ん
」（
拾
遺
集
・
哀
傷
・
一
二
九
七
・
よ
み
人
し
ら
ず
）。「
墨
」
の
黒
さ
か
ら
夕
暮
れ
の
薄
暗
さ
を
連
想
し
「
墨

の
袖
」
に
「
夕
」
も
付
け
て
い
る
。「
墨
染
ト
ア
ラ
バ
、
衣
袖
な
ど
に
い
ふ
べ
し
。
又
只
墨
の
袖　

墨
の
衣
と
も
い
ふ
。
夕
」（
連
珠
合
璧
集
）。
こ

の
句
は
、前
句
の
言
葉
と
緊
密
に
関
係
し
あ
っ
た
言
葉
で
つ
く
ら
れ
て
い
る
が
、「
涙
と
ふ
」
と
、「
と
ふ
」
を
使
用
す
る
こ
と
で
、恋
の
イ
メ
ー

ジ
を
暗
示
す
る
語
句
を
入
れ
て
い
る
。「
恋
の
心
、
待　

と
ふ
」（
連
珠
合
璧
集
）。
次
句
か
ら
句
境
の
変
化
を
う
な
が
し
た
い
心
敬
の
配
慮
で

あ
ろ
う
。

【
一
句
立
】　

夕
暮
れ
の
鐘
が
泣
き
ぬ
れ
て
い
る
私
の
耳
に
聞
こ
え
て
く
る
。
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【
現
代
語
訳
】（
前
句　

世
を
逃
れ
た
い
気
持
ち
に
心
が
動
か
さ
れ
、
墨
染
の
僧
衣
を
ま
と
う
身
と
な
っ
て
い
っ
た
。）
そ
ん
な
私
な
の
に
、

出
家
を
し
て
も
や
は
り
物
思
う
涙
に
く
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
私
の
耳
に
、
み
仏
の
教
え
を
伝
え
る
夕
暮
れ
の
鐘
の
音
が
訪
れ
、
物
思
い
は

さ
ら
に
深
ま
る
の
だ
。

（
初
折　

裏　

九
）　

ゆ
ふ
べ
の
鐘
の
な
み
だ
と
ふ
聲

一
七　

暁
に
月
の
な
る
ま
で
猶
待
ち
て　
　

利
在

【
式
目
】　

秋
（
月
）　

恋
（
待
ち
て
）　

暁
（
時
分
）　

光
物
（
月
）

【
作
者
】　

利
在

【
語
釈
】　

●
暁
に
月
の
な
る
ま
で　

月
が
、
暁
の
様
子
に
な
る
ま
で
。「
暁
」
を
「
暁
の
月
」
を
さ
す
語
と
し
て
心
敬
が
使
用
し
て
い
る
下

記
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。「
袖
し
ほ
る
か
り
ね
の
夜
は
の
松
の
風
／
き
ぬ
〴
〵
さ
む
み
の
こ
る
あ
か
つ
き　

別
つ
る
跡
に
、
い
ま
だ
あ
か
つ
き

も
の
こ
り
侍
れ
ば
、
な
く
な
く
う
ち
ふ
し
て
、
む
な
し
き
床
の
松
風
、
身
に
し
み
と
を
り
侍
る
さ
ま
な
り
」（
芝
草
句
内
岩
橋
上
）。「
暁
の

月
に
な
る
ま
で
」
が
自
然
な
言
い
方
で
あ
ろ
う
が
、
前
句
の
「
鐘
の
」
に
対
し
て
「
月
の
」
と
し
て
「
ゆ
ふ
べ
」
と
「
暁
」、「
鐘
」
と
「
月
」

を
対
に
し
た
形
で
あ
ろ
う
。ま
た
あ
る
い
は「
暁
」に「
明
月
」（
あ
か
つ
き
）と
掛
け
た
言
葉
の
遊
び
も
あ
ろ
う
か
。「
あ
か
つ
き
に
な
る
」は
、「
こ

の
よ
を
し
る
も
た
だ
あ
き
の
く
れ
／
ほ
ど
も
な
く
あ
か
つ
き
に
な
る
つ
き
を
み
て
」（
基
佐
集
（
静
嘉
堂
文
庫
本
）・
四
三
五
／
四
三
六
）。「
暁

月
」（
暁
に
空
に
見
え
る
月
）
で
あ
れ
ば
、
連
歌
に
用
例
が
多
い
。
な
お
、「
暁
」
と
「
月
」
と
、「
つ
き
」
が
重
な
り
同
字
で
あ
る
。
●
猶
待

ち
て　

夕
暮
れ
か
ら
明
け
方
ま
で
待
ち
暮
ら
し
た
こ
と
を
い
う
。「
わ
き
て
ゆ
ふ
べ
は
風
ぞ
秋
な
る
／
う
き
人
の
来
ぬ
に
つ
け
て
も
猶
待
て
」

（
菟
玖
波
集
・
恋
上
・
七
九
一
・
救
済
）。

【
付
合
】　

前
句
の「
夕
べ
」に「
暁
」で
相
対
し
た
付
合
。
前
句
の「
涙
」を
恋
の
涙
と
し
、夕
暮
れ
時
に
恋
人
を
思
い
涙
し
て
お
り
、さ
ら
に
、

あ
き
ら
め
き
れ
ず
一
晩
中
待
ち
、
暁
時
に
な
っ
た
様
子
を
詠
む
。
来
な
い
恋
人
の
訪
れ
を
待
つ
夕
暮
れ
時
に
聞
く
鐘
の
音
は
「
た
の
め
て
も

こ
ぬ
人
を
ま
つ
夕
暮
に
心
を
つ
く
す
入
逢
の
か
ね
」（
続
千
載
集
・
恋
三
・
一
二
九
七
・
右
兵
衛
督
隆
長
）、
待
ち
続
け
る
様
は
「
こ
ぬ
人
を
か
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な
ら
ず
ま
つ
と
な
け
れ
ど
も
暁
が
た
に
な
り
や
し
ぬ
ら
ん
」（
金
槐
集
・
恋
・
五
一
六
）。
つ
い
に
恋
人
と
別
れ
る
時
間
に
も
な
っ
て
し
ま
っ

た
様
は
、「
待
わ
び
て
ね
よ
と
の
か
ね
の
行
末
を
お
も
ふ
も
か
な
し
衣
々
の
こ
ゑ
」（
芝
草
句
内
岩
橋
下
・
兼
厭
暁
恋
、
心
敬
集
一
六
六
）。
鐘

の
声
に
使
わ
れ
た
「
と
ふ
」
が
、
恋
人
が
来
な
い
さ
ま
を
き
わ
だ
た
せ
る
。

【
一
句
立
】　

月
が
暁
の
様
子
に
な
る
、
そ
ん
な
頃
ま
で
、
猶
も
待
っ
て
い
て
。

【
現
代
語
訳
】（
前
句　

夕
暮
れ
の
鐘
の
声
が
、
来
な
い
あ
の
人
を
思
い
慕
う
涙
に
ぬ
れ
て
い
る
私
を
訪
れ
て
く
る
。）
鐘
の
声
は
私
を
訪
れ

て
も
、
あ
の
人
は
姿
を
見
せ
ず
、
月
が
も
は
や
暁
の
月
の
様
と
な
っ
て
も
、
私
は
む
な
し
く
あ
の
人
の
こ
と
を
待
っ
て
い
て
。

（
初
折　

裏　

一
〇
）　

暁
に
月
の
な
る
ま
で
猶
待
ち
て

一
八　

た
が
き
ぬ
ぎ
ぬ
の
秋
う
ら
む
ら
む　
　

隆
蓮

【
式
目
】　

秋
（
秋
）　

恋
（
き
ぬ
ぎ
ぬ　

う
ら
む
）!!

【
作
者
】　

隆
蓮

【
語
釈
】　

●
き
ぬ
ぎ
ぬ　

逢
瀬
の
後
、
女
性
の
も
と
か
ら
男
性
が
帰
る
こ
と
。「
た
が
き
ぬ
ぎ
ぬ
」
は
、
自
分
の
恋
人
が
心
変
わ
り
し
て
別

の
人
を
訪
れ
て
、
そ
の
人
の
も
と
か
ら
帰
る
後
朝
を
い
う
。
用
例
に
は
「
思
ひ
い
で
よ
た
が
き
ぬ
ぎ
ぬ
の
あ
か
つ
き
も
わ
が
ま
た
し
の
ぶ
月

ぞ
み
ゆ
ら
む
」（
千
五
百
番
歌
合
・
恋
二
・
二
五
二
一
・
藤
原
定
家
）、「
う
き
身
ゆ
ゑ
い
そ
ぎ
し
鳥
の
お
な
じ
ね
を
た
が
衣
衣
に
君
か
こ
つ
ら
ん
」

（
南
朝
五
百
番
歌
合
・
八
七
五
・
花
山
院
長
親
）
が
あ
る
。
な
お
、
定
家
の
歌
は
「
秀
逸
に
は
み
え
侍
ら
ぬ
う
へ
に
、
月
の
字
か
さ
な
り
て
は

べ
り
、
暁
は
別
事
な
れ
ば
、
同
心
病
に
は
あ
ら
ず
や
」
と
酷
評
さ
れ
て
い
た
歌
で
あ
る
。「
花
に
ね
て
誰
き
ぬ
〴
〵
ぞ
朝
あ
ら
し
」（
心
玉
集

拾
遺
・
一
六
八
一
）。
●
秋
う
ら
む
ら
む　
「
秋
」
と
「
飽
き
」
を
掛
け
る
。
恋
人
に
飽
き
ら
れ
た
の
を
う
ら
ん
で
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。「
ら
む
」

は
、
自
分
を
う
ら
ぎ
っ
た
恋
人
が
通
う
女
性
が
、
ま
た
同
じ
く
恋
人
に
裏
切
ら
れ
て
い
る
状
態
に
つ
い
て
の
推
量
。

【
付
合
】　

前
句
の
「
暁
」
に
「
き
ぬ
ぎ
ぬ
」
と
付
け
た
。「
暁
ト
ア
ラ
バ
、衣
々
」（
連
珠
合
璧
集
）。
ま
た
、一
句
の
中
で
「
衣
」
に
「
恨
」

と
縁
の
あ
る
語
句
を
用
い
、「
秋
」
は
「
飽
き
」
と
掛
け
て
い
る
。
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【
一
句
立
】　

誰
が
、秋
の
後
朝
の
朝
の
別
れ
の
時
に
、恋
人
が
自
分
に
飽
き
て
し
ま
う
だ
ろ
う
こ
と
を
心
配
し
、苦
し
ん
で
い
る
の
だ
ろ
う
。

逢
瀬
に
感
じ
と
っ
た
相
手
の
心
変
わ
り
の
兆
候
へ
の
懸
念
を
詠
む
。「
き
ぬ
ぎ
ぬ
」
と
「
秋
」
を
併
せ
詠
む
歌
に
「
お
も
ひ
さ
へ
猶
身
に
し
み

て
き
ぬ
ぎ
ぬ
の
袂
に
た
へ
ぬ
秋
風
ぞ
吹
く
」（
前
摂
政
家
歌
合
嘉
吉
三
年
・
秋
別
恋
・
四
一
〇
・
従
三
位
仲
方
卿
）
等
。

【
現
代
語
訳
】（
前
句　

来
て
も
く
れ
な
い
恋
人
を
、
や
は
り
あ
き
ら
め
き
れ
ず
に
、
月
が
暁
の
空
に
浮
か
ぶ
よ
う
に
な
る
ま
で
待
っ
て
い

て
。）
だ
が
、
そ
の
同
じ
秋
の
暁
方
に
、
恋
人
は
別
の
人
と
の
後
朝
の
別
れ
を
し
て
い
る
。
そ
ん
な
彼
の
こ
と
だ
か
ら
、
そ
の
彼
の
浮
気
相
手

の
女
だ
っ
て
、
後
朝
の
別
れ
に
際
し
て
、
恋
人
の
心
変
わ
り
を
感
じ
と
っ
て
、
私
と
同
じ
よ
う
に
う
ら
め
し
く
思
っ
て
い
る
だ
ろ
う
よ
。

（
初
折　

裏　

一
一
）　

た
が
き
ぬ
ぎ
ぬ
の
秋
う
ら
む
ら
む

一
九　

虫
だ
に
も
思
ひ
あ
る
夜
に
鳴
き
よ
わ
り　
　

三
位

【
式
目
】　

秋
（
虫
）　

恋
（（
思
ひ
）　

夜
分
（
夜
）　

虫
（
一
座
一
句
物
）

【
作
者
】　

三
位

【
語
釈
】　

●
虫
だ
に
も　

虫
で
さ
え
も
。
自
分
は
ま
し
て
虫
よ
り
も
。「
虫
ト
ア
ラ
バ
、な
く　

よ
は
り
は
て
た
る
」。
●
思
ひ
あ
る
夜　
「
思

ひ
あ
る
」
と
い
う
表
現
は
、『
伊
勢
物
語
』
第
三
段
の
和
歌
「
思
ひ
あ
ら
ば
葎
の
宿
に
寝
も
し
な
む
ひ
じ
き
も
の
に
は
袖
を
し
つ
つ
も
」
が
淵

源
で
あ
る
。「
き
く
人
も
お
も
ひ
あ
る
よ
の
ね
ざ
め
か
な
む
ぐ
ら
の
や
ど
に
こ
ろ
も
う
つ
こ
ゑ
」（
雅
有
集
・
擣
衣
・
四
九
一
）。「
思
ひ
あ
る

ね
を
こ
そ
た
つ
れ
蛬
よ
る
は
ほ
た
る
の
も
え
し
草
葉
に
」（
草
庵
集
・
虫
・
四
七
六
）。
ま
た
「
夜
」
と
「
世
」
を
掛
け
る
。
●
鳴
き
よ
わ
り

　
「
鳴
き
」
と
「
泣
き
」
を
掛
け
、虫
と
我
が
身
を
く
ら
べ
る
。「
わ
が
ご
と
く
な
き
よ
わ
り
行
く
虫
の
音
は
あ
き
は
つ
る
身
や
悲
し
か
る
ら
ん
」

（
風
葉
集
・
秋
下
・
三
五
九
・
わ
た
ら
ぬ
中
の
承
香
殿
女
御
）。

【
付
合
】　

前
句
と
あ
わ
せ
、
恋
人
の
心
変
わ
り
の
気
配
を
感
じ
取
っ
た
か
の
よ
う
に
、!

夜
の
内
に
鳴
き
弱
っ
て
い
く
虫
の
様
子
を
詠
む
。!

「
虫
だ
に
も
」
と
す
る
こ
と
で
、
悲
し
み
に
弱
っ
て
い
く
女
心
を
示
唆
す
る
。

【
一
句
立
】　

虫
で
さ
え
、
心
配
事
の
あ
る
夜
に
は
声
が
弱
く
な
っ
て
い
く
も
の
で
あ
っ
て
。
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【
現
代
語
訳
】（
前
句　

今
は
別
の
人
と
の
後
朝
の
別
れ
を
し
て
い
る
、
そ
ん
な
浮
気
な
恋
人
の
こ
と
だ
か
ら
、
そ
の
彼
の
浮
気
相
手
の
女

だ
っ
て
、
後
朝
の
別
れ
に
際
し
て
、
恋
人
の
心
変
わ
り
を
感
じ
と
っ
て
、
私
と
同
じ
よ
う
に
う
ら
め
し
く
思
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。）
虫
で
さ

え
も
、
物
思
う
夜
に
、
鳴
き
声
が
次
第
に
弱
々
し
く
な
っ
て
い
く
（
ま
し
て
、
虫
な
ら
ぬ
わ
が
身
は
、
恋
し
い
あ
の
人
の
心
変
わ
り
を
思
い

悩
む
夜
を
す
ご
せ
ば
、
泣
き
ぬ
れ
弱
り
は
て
て
い
く
の
だ
）。

（
初
折　

裏　

一
二
）　

虫
だ
に
も
思
ひ
あ
る
夜
に
鳴
き
よ
わ
り

二
〇　

む
ぐ
ら
の
宿
に
た
へ
て
す
む
こ
ろ　
　

円
秀

【
式
目
】　

雑
（
葎
）　

植
物
（
葎
）　

居
所
（
宿
）

【
作
者
】　

円
秀

【
語
釈
】　

●
む
ぐ
ら
の
宿　

葎
（
む
ぐ
ら
）
は
、蔓
性
の
雑
草
。
広
く
生
い
茂
り
、叢
を
つ
く
る
。「
む
ぐ
ら
の
宿
」
は
、む
ぐ
ら
が
生
い
茂
っ

た
荒
れ
た
家
。「
む
ぐ
ら
の
や
ど
は
す
み
う
か
る
べ
し
／
お
も
ひ
あ
る
身
に
さ
へ
秋
の
月
を
み
て
」（
菟
玖
波
集
・
雑
一
・
一
一
三
四
・
権
僧
正

良
瑜
）。
●
た
へ
て
す
む　

こ
ら
え
な
が
ら
住
む
。
こ
こ
は「
葎
の
宿
」の
、荒
れ
は
て
て
、人
も
来
な
い
荒
涼
と
し
た
寂
し
さ
に
耐
え
て
住
む
。

「
た
へ
て
す
む
心
の
み
ち
は
あ
る
も
の
を
と
は
ず
は
し
ら
じ
よ
も
ぎ
ふ
の
か
げ
」（
雪
玉
集
・
幽
居
・
八
〇
六
八
）。
●
す
む
こ
ろ　

住
ん
で
い

る
時
期
。「
あ
き
か
ぜ
の
は
や
き
山
べ
に
す
む
こ
ろ
は
と
ふ
事
の
は
も
か
れ
は
て
に
け
り
」（
元
良
親
王
集
・
八
四
）。

【
付
合
】　

前
句
の「
思
ひ
あ
る
」に「
葎
の
宿
」を
付
け
た
。「
思
ひ
あ
ら
ば
葎
の
宿
に
寝
も
し
な
む
ひ
じ
き
も
の
に
は
袖
を
し
つ
つ
も
」（
伊

勢
物
語
第
三
段
）
と
、「
た
へ
て
や
は
お
も
ひ
あ
り
と
も
い
か
が
せ
む
む
ぐ
ら
の
や
ど
の
秋
の
夕
ぐ
れ
」（
新
古
今
集
・
秋
上
・
三
六
四
・
藤

原
雅
経
）
が
本
歌
と
な
る
。「
葎
の
宿
に
思
あ
る
と
付
事
、
伊
勢
物
語
に
〜
」
と
、『
連
歌
寄
合
』
も
付
合
の
根
拠
に
こ
の
二
首
を
指
摘
す
る
。

【
一
句
立
】　

葎
生
い
茂
る
荒
れ
た
家
に
、
寂
し
さ
を
こ
ら
え
な
が
ら
住
ん
で
い
る
頃
。

【
現
代
語
訳
】（
前
句　

虫
の
声
さ
え
も
、
も
の
思
う
こ
と
あ
る
夜
に
は
、
次
第
に
弱
々
し
く
な
っ
て
い
く
。
ま
し
て
、
私
も
物
思
い
に
泣

き
濡
れ
、
気
持
ち
が
弱
っ
て
き
て
い
る
。）
葎
生
い
茂
る
荒
れ
た
家
に
、
寂
し
さ
を
こ
ら
え
な
が
ら
住
ん
で
い
る
頃
に
は
。
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（
初
折　

裏　

一
三
）　

む
ぐ
ら
の
宿
に
た
へ
て
す
む
こ
ろ

二
一　

昔
の
み
高
き
蓬
に
へ
だ
た
り
て　
　

伝
芳

【
式
目
】　

雑
・
懐
旧
（
昔
）　

植
物
（
蓬
）

【
作
者
】　

伝
芳

【
語
釈
】　

●
昔
の
み　

昔
ば
か
り
が
。「
な
さ
け
あ
り
し
む
か
し
の
み
猶
忍
ば
れ
て
な
が
ら
へ
ま
う
き
世
に
も
ふ
る
か
な
」（
新
古
今
集
・

雑
下
・
一
八
四
二
・
西
行
）。
●
蓬　
「
高
き
蓬
」
は
蓬
が
生
い
茂
り
、荒
廃
し
た
さ
ま
。
蓬
が
ひ
ど
く
茂
っ
た
荒
れ
は
て
た
家
は
、『
源
氏
物
語
』

蓬
生
巻
の
末
摘
花
の
邸
の
描
写
に
見
ら
れ
る
。「
浅
茅
は
庭
の
面
も
見
え
ず
、
し
げ
き
蓬
は
軒
を
あ
ら
そ
ひ
て
生
ひ
の
ぼ
る
。
葎
は
西
東
の
御

門
を
閉
ぢ
籠
め
た
る
ぞ
頼
も
し
け
れ
ど
」
と
、
浅
茅
に
蓬
、
葎
が
邸
の
荒
廃
ぶ
り
を
表
し
て
い
る
。「
蓬
生
の
宿
」（
光
源
氏
一
部
連
歌
寄
合
・

蓬
生
）。
蓬
の
丈
が
非
常
に
高
く
な
る
様
は
、「
こ
ぬ
人
を
お
も
ひ
た
え
た
る
庭
の
お
も
の
よ
も
ぎ
が
す
ゑ
ぞ
ま
つ
に
ま
さ
れ
る
」（
新
古
今
集
・

恋
四
・
一
二
八
七
・
寂
蓮
）
が
、
松
の
背
丈
よ
り
も
高
く
な
る
と
詠
み
、「
待
つ
」（
＝
松
）
よ
り
つ
ら
さ
が
ま
さ
っ
た
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
。

【
付
合
】　

前
句
の
「
宿
」
に
「
蓬
」
を
付
け
る
。「
蓬
ト
ア
ラ
バ
、
宿
よ
も
ぎ
ふ
に
」（
連
珠
合
璧
集
）。
ま
た
、「
葎
」
と
「
蓬
」
を
対
す
る
。

【
一
句
立
】　

今
と
な
っ
て
は
、
高
く
生
い
茂
っ
た
蓬
に
さ
え
ぎ
ら
れ
る
か
の
よ
う
に
、
往
時
は
遠
く
隔
た
っ
て
い
て
。

【
現
代
語
訳
】（
前
句　

葎
生
い
茂
る
荒
れ
た
家
に
、
我
慢
し
て
住
み
つ
づ
け
て
い
る
頃
に
は
。）
往
時
は
、
こ
の
荒
れ
た
家
の
丈
高
く
茂
っ

た
蓬
に
さ
え
ぎ
ら
れ
る
か
の
よ
う
に
、
遠
く
隔
た
っ
て
い
て
。

（
初
折　

裏　

一
四
）　

昔
の
み
高
き
蓬
に
へ
だ
た
り
て

二
二　

霜
の
色
そ
ふ
髪
の
あ
は
れ
さ　
　

毘
親

【
式
目
】　

冬
（
霜
）　

述
懐
（
あ
は
れ
さ
）　

霜
（
降
物
）!　

【
作
者
】　

毘
親

【
語
釈
】　

●
霜
の
色
そ
ふ　

霜
の
よ
う
な
白
い
色
が
加
わ
っ
た
。
霜
の
よ
う
に
白
く
な
っ
た
乱
れ
髪
の
こ
と
を
「
霜
蓬
老
鬢
三
分
白
」（
和
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漢
朗
詠
集
・
菊
・
白
居
易
）
と
表
現
す
る
。「
蓬
髪
」
は
、
蓬
が
生
い
茂
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
、
整
わ
な
い
頭
髪
の
こ
と
。「
あ
さ
ご
と
の

よ
も
ぎ
が
色
に
ま
す
鏡
我
が
白
髪
に
む
か
ふ
霜
か
な
」（
心
敬
集
・
朝
霜
・
五
九
）。

【
付
合
】　

前
句
の
「
蓬
」
に
「
髪
」
を
付
け
た
。「
蓬
ト
ア
ラ
バ
、
髪
」（
連
珠
合
璧
集
）。「
髪
を
付
は
、
蓬
の
乱
れ
た
る
は
髪
に
似
た
り
。

法
花
経
に
、
頭
髪
蓬
乱
」（『
連
歌
寄
合
』）。

【
一
句
立
】　

霜
の
よ
う
な
白
い
色
が
加
わ
っ
た
、
我
が
髪
の
毛
の
様
子
の
な
ん
と
せ
つ
な
い
こ
と
よ
。

【
他
出
文
献
】「
霜
と
な
り
ぬ
る
髪
の
寒
け
さ
／
く
し
の
は
に
風
の

﹇
も
イ
﹈音

す
る
冬
の
空
」（
心
玉
集
一
二
四
二
／
一
二
四
三
）。

『
心
玉
集
』で
は「
霜
の
色
そ
ふ
」が「
霜
と
な
り
ぬ
る
」、「
髪
の
あ
は
れ
さ
」が「
髪
の
寒
け
さ
」と
な
っ
て
い
る
。
文
正
元
年（
一
四
六
六
）『
心

玉
集
』
自
撰
の
際
に
改
め
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
白
髪
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
髪
の
寒
々
し
い
様
子
を
表
す
「
霜
と
な
り
ぬ
る
髪
の
さ
む
け
さ
」

な
ら
ば
、
一
句
が
霜
の
白
の
イ
メ
ー
ジ
で
統
一
さ
れ
、
よ
り
緊
密
に
結
び
つ
い
た
表
現
と
な
る
。

【
現
代
語
訳
】（
前
句　

昔
の
様
子
と
は
、生
い
茂
っ
た
蓬
に
へ
だ
て
ら
れ
て
違
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
ん
な
ふ
う
に
、我
が
髪
は
、昔
と
は
う
っ

て
か
わ
っ
て
衰
え
、
蓬
の
よ
う
に
乱
れ
て
生
え
て
い
て
。）
そ
の
上
、
蓬
に
置
く
霜
の
よ
う
な
白
い
色
が
加
わ
っ
た
髪
の
毛
の
様
子
の
な
ん
と

せ
つ
な
い
こ
と
よ
。

（
二
折　

表　

一
）　

霜
の
色
そ
ふ
髪
の
あ
は
れ
さ

二
三　

櫛
の
は
に
風
も
音
す
る
冬
の
空　
　

心
敬

【
式
目
】　

冬　

風!（
吹
物
）　

風
與
風
（
可
隔
五
句
物
）　

空
空
だ
の
め
な
ど
云
て
は
此
外
也
（
一
座
四
句
物
）

【
作
者
】　

心
敬

【
語
釈
】　

●
櫛
の
は
に　
「
歯
」
に
「
葉
」
を
掛
け
て
い
る
。「
櫛
」
を
「
玉
串
」
と
掛
け
て
「
葉
」
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
の
句
作
か
。「
櫛
ト

ア
ラ
バ
、
は
を
し
げ
み
」（
連
珠
合
璧
集
）。「
櫛
の
歯
」
と
い
う
語
句
の
和
歌
に
お
け
る
用
例
は
、『
草
根
集
』
と
『
松
下
集
』
に
各
一
例
見

え
る
が
、
非
常
に
珍
し
い
。「
く
ろ
か
み
も
と
り
て
（
類
題
本
「
と
か
で
」）
日
ぞ
ふ
る
櫛
の
は
を
ひ
く
よ
り
し
げ
き
恋
の
み
だ
れ
に
」（
草
根
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集
・
寄
櫛
恋
・
六
三
二
〇
・
宝
徳
二
年
四
月
九
日
詠
）、「
く
し
の
は
を
心
に
引
き
て
か
よ
へ
ど
も
わ
が
て
に
か
く
る
黒
髪
も
な
し
」（
松
下
集
・

寄
櫛
恋
・
三
〇
五
三
）。
だ
が
、
い
ず
れ
も
「
櫛
の
歯
を
引
く
」
と
い
う
、
絶
え
間
の
な
い
こ
と
を
言
う
こ
と
わ
ざ
を
詠
み
こ
ん
で
、
恋
歌
を

つ
く
り
あ
げ
て
お
り
、
こ
の
句
と
は
趣
が
違
う
。
毘
親
の
前
句
は
霜
で
白
髪
を
表
現
し
て
い
る
ゆ
え
に
、
こ
の
句
は
老
人
の
ま
ば
ら
で
整
わ

な
い
髪
を
す
く
櫛
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
●
風
も
音
す
る　

髪
が
櫛
に
引
っ
か
か
り
音
が
す
る
の
み
な
ら
ず
、風
も
音
を
た
て
る
。「
櫛
の
歯
」

と
結
び
つ
く
「
引
く
」
を
、
風
ゆ
え
に
「
音
す
る
」
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
は
漢
語
「
櫛
風
沐
雨
」（
身
を
風
雨
に
さ
ら
し
奔
走
し
て
苦

労
す
る
こ
と
）
か
ら
の
連
想
も
あ
ろ
う
か
。『
日
本
書
紀
』
欽
明
天
皇
六
年
冬
十
一
月
に
「
櫛
風
沐
雨
、
藉
草
斑
荊
」（
風
に
か
し
ら
け
づ
り

雨
に
ゆ
す
る
あ
み
し
て
、
か
や
を
ま
く
ら
に
し
し
ば
を
し
き
ゐ
に
す
る
）
と
百
済
で
の
苦
を
語
る
。

【
付
合
】　

前
句
の
「
髪
」
に
「
櫛
」、「
霜
」
に
「
冬
」
を
付
け
る
。「
冬
の
心
、
霜
」（
連
珠
合
璧
集
）。

【
一
句
立
】　

吹
く
風
も
櫛
の
歯
の
間
を
吹
き
通
っ
て
絶
え
ず
音
を
た
て
て
い
る
、
そ
ん
な
寒
々
し
い
冬
の
空
よ
。

【
現
代
語
訳
】（
前
句　

霜
の
よ
う
に
白
い
色
が
加
わ
っ
た
髪
の
毛
の
様
子
の
な
ん
と
せ
つ
な
い
こ
と
よ
。）
髪
が
櫛
の
歯
に
引
っ
か
か
り
音

を
た
て
る
の
み
な
ら
ず
、
枯
れ
葉
を
吹
く
風
も
櫛
の
歯
の
間
を
吹
き
通
っ
て
絶
え
ず
音
を
た
て
て
い
る
、
そ
ん
な
寒
々
し
い
冬
の
空
よ
。

（
二
折　

表　

二
）　

櫛
の
は
に
風
も
音
す
る
冬
の
空

二
四　

た
な
び
く
雲
や
ま
よ
ひ
行
く
ら
む　
　

日
明

【
式
目
】　

雑　

雲!（
聳
物
）!　

【
作
者
】　

日
明

【
語
釈
】　

●
た
な
び
く
雲　

横
に
薄
く
か
か
る
雲
。「
た
な
び
く
」
は
、
前
句
の
「
櫛
の
歯
」
に
よ
る
諺
「
櫛
の
歯
を
引
く
」
か
ら
の
連
想

で
あ
ろ
う
か
。「
目
さ
ま
し
て
烏
鳴
き
た
つ
さ
よ
風
に
／
た
な
び
く
雲
ぞ
空
に
わ
か
る
ゝ
」（
葉
守
千
句
第
一
百
韻
・
五
五
／
五
六
・
恵
俊
／

宗
恕
）。
●
ま
よ
ひ
行
く
ら
む　
「
雲
ト
ア
ラ
バ
、
ま
よ
ふ
」（
連
珠
合
璧
集
）。「
山
路
い
づ
く
と
迷
ひ
行
く
ら
ん
／
古
郷
の
な
ご
り
と
お
も
ふ

峰
の
雲
」（
紫
野
千
句
第
八
百
韻
・
一
四
／
一
五
・
相
阿
／
真
泊
）。
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【
付
合
】　

前
句
の
「
風
」
に
よ
り
、
雲
が
横
に
流
れ
、
あ
て
ど
も
な
く
動
く
さ
ま
を
詠
ん
だ
。

【
一
句
立
】　

横
ざ
ま
に
か
か
っ
て
い
る
雲
は
、
あ
て
ど
も
な
く
迷
っ
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。

【
現
代
語
訳
】（
前
句　

髪
が
櫛
の
歯
に
引
っ
か
か
り
音
を
た
て
る
の
み
な
ら
ず
、
枯
れ
葉
を
吹
く
風
も
櫛
の
歯
の
間
を
吹
き
通
っ
て
絶
え

ず
音
を
た
て
て
い
る
、
そ
ん
な
寒
々
し
い
冬
の
空
よ
。）
風
に
流
れ
る
横
雲
は
、
あ
て
ど
も
な
く
迷
っ
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。

（
二
折　

表!!
三
）　

た
な
び
く
雲
や
ま
よ
ひ
行
く
ら
む

二
五　

夕
立
の
晴
れ
ぬ
る
あ
と
は
涼
し
く
て　
　

貞
興

【
式
目
】　

夏
（
夕
立
）　

夕
立!（
降
物
・
一
座
一
句
物
）!　

【
作
者
】　

貞
興

【
語
釈
】　

●
夕
立　

夏
の
午
後
に
、
短
時
間
に
激
し
く
ふ
る
雨
。「
す
ゞ
し
さ
は
夕
立
は
る
ゝ
庭
た
づ
み
月
を
み
だ
し
て
さ
波
吹
風
」（
草

根
集
・
夏
月
涼
・
六
一
五
八
・
宝
徳
元
年
十
二
月
廿
一
日
詠
）。「
た
ゞ
一
頻
ゆ
ふ
だ
ち
の
雲
／
入
か
た
は
日
か
げ
な
れ
ど
も
涼
し
く
て
」（
菟

玖
波
集
・
夏
・
二
五
八
・
二
品
法
親
王
）。

【
付
合
】　

前
句
の
「
雲
」
に
「
晴
れ
ぬ
る
」
と
つ
け
、夕
立
を
降
ら
せ
た
黒
雲
が
散
り
散
り
に
な
っ
て
い
く
さ
ま
と
し
た
。「
夕
立
ト
ア
ラ
バ
、

雲
も
と
ま
ら
ぬ
」（
連
珠
合
璧
集
）。
夕
立
後
の
清
涼
感
が
こ
の
句
の
焦
点
。

【
一
句
立
】
夕
立
の
晴
れ
た
後
は
、
あ
た
り
は
涼
し
く
な
っ
て
。

【
現
代
語
訳
】（
前
句　

空
に
た
な
び
く
雲
は
、
迷
い
き
え
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。）
夕
立
の
晴
れ
た
後
は
、
あ
た
り
は
涼
し
く
な
っ
て
。

（
二
折　

表!!

四
）　

夕
立
の
晴
れ
ぬ
る
あ
と
は
涼
し
く
て

二
六　

ひ
か
げ
も
夏
の
山
の
辺
の
露　
　

有
実

【
式
目
】　

夏
（
夏
）　

日!（
光
物
）　

露
（
降
物
）
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【
作
者
】　

有
実

【
語
釈
】　

●
ひ
か
げ
も
夏　
「
ひ
か
げ
」
に
は
「
日
陰
」
と
「
日
影
」
両
意
が
あ
る
が
、前
句
「
晴
れ
ぬ
る
」
か
ら
「
日
影
」、日
差
し
と
な
る
。

「
い
な
づ
ま
の
ひ
か
り
を
そ
へ
て
夕
立
の
雲
の
と
だ
え
は
ひ
か
げ
な
り
け
り
」（
延
文
百
首
・
夕
立
・
六
三
三
・
尊
胤
法
親
王
）。「
夏
」
の
「
な
」

に「
無（
し
）」を
掛
け
る
か
。
●
山
の
辺
の
露　
「
山
の
辺
」は
山
の
近
く
の
あ
た
り
。
前
句
に
詠
ま
れ
た「
夕
立
」の
な
ご
り
の
水
滴
を「
露
」

と
し
た
。「
露
ふ
か
き
庭
の
あ
さ
ぢ
に
風
過
ぎ
て
な
ご
り
す
ず
し
き
夕
立
の
空
」（
続
拾
遺
集
・
夏
・
二
〇
八
・
藤
原
為
教
）。

【
付
合
】　

夕
立
が
晴
れ
た
夏
の
午
後
、
雨
の
雫
の
な
ご
り
の
露
に
清
涼
感
を
覚
え
る
さ
ま
。「
夕
立
ト
ア
ラ
バ
、
草
葉
に
露
す
が
る
」（
連

珠
合
璧
集
）。
日
の
差
さ
な
い
山
裾
に
は
雫
が
露
と
し
て
残
っ
て
い
る
、
そ
れ
に
気
づ
い
た
驚
き
。

【
一
句
立
】　

一
句
で
は
、
夏
で
は
あ
る
が
、
日
の
差
さ
な
い
山
裾
の
光
景
。
夏
で
あ
る
の
に
、
日
差
し
が
な
い
た
め
、
朝
露
が
残
る
。「
日

影
も
し
る
く
夏
は
来
に
け
り
／
あ
ふ
ひ
に
や
神
の
心
も
な
ひ
く
ら
む
」（
老
葉
（
再
編
本
）・
夏
・
二
四
五
／
二
四
六
）。

【
現
代
語
訳
】（
前
句　

夕
立
が
晴
れ
た
後
は
、
あ
た
り
は
涼
し
く
な
っ
て
。）
あ
ら
た
め
て
照
り
つ
け
る
夏
の
日
差
し
も
山
裾
の
あ
た
り
に

は
な
く
、
夕
立
の
雨
の
雫
の
な
ご
り
で
あ
る
夕
露
が
残
っ
て
い
て
。

（
二
折　

表　

五
）　

ひ
か
げ
も
夏
の
山
の
辺
の
露　

二
七　

氷
室
守
都
に
い
づ
る
道
す
が
ら　

忠
英

【
式
目
】　

夏
（
氷
室
）　

氷
室
（
水
辺
・
用
）　

都
（
一
座
三
句
物
）

【
作
者
】　

忠
英

【
語
釈
】　

●
氷
室
守　

氷
室
の
番
人
。
氷
室
は
、
冬
の
間
に
氷
を
切
り
出
し
、
夏
ま
で
貯
蔵
し
て
お
く
貯
蔵
庫
。『
八
雲
御
抄
』「
凍
」
の

条
に
「
氷
室
は
仁
徳
天
皇
六
十
二
年
五
月
額
田
大
井
彦
皇
子
闘
鶏
に
か
り
す
る
時
皇
子
自
山
上
見
野
有
物　

其
か
た
ち
如
虚　

遣
使
令
見
氷

也　

其
時
奏
後
始
れ
り　

茅
荻
を
あ
つ
く
草
を
其
上
に
ふ
く
と
い
へ
り
」
と
、
来
歴
と
形
状
を
説
明
す
る
。
●
都
に
い
づ
る　

氷
室
は
「
山

も
所
も
木
深
き
蔭
の
、
日
影
も
さ
さ
ぬ
深
谷
」（
謡
曲
・
氷
室
）
に
つ
く
ら
れ
た
。
平
安
京
に
は
、
丹
波
国
氷
室
山
や
京
都
の
松
ヶ
崎
、
北
山
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な
ど
の
氷
室
か
ら
氷
が
運
ば
れ
た
。

【
付
合
】　

前
句
の
「
山
」
に
「
氷
室
」
を
付
け
る
。「
氷
室
ト
ア
ラ
バ
、山
」（
連
珠
合
璧
集
）。
前
句
の
「
ひ
か
げ
」
は
「
日
影
」
と
と
り
、

山
を
下
り
て
き
て
、
日
差
し
も
夏
ら
し
く
な
っ
た
様
と
す
る
。
そ
の
上
で
、
前
句
の
「
露
」
は
氷
室
か
ら
出
し
た
氷
が
溶
け
は
じ
め
て
落
ち

た
水
滴
と
見
た
。「
氷
室
山
い
だ
す
氷
の
し
づ
く
か
も
露
ふ
く
野
べ
の
風
ぞ
す
ゞ
し
き
」（
草
根
集
・
氷
室
風
・
六
九
一
四
・
宝
徳
三
年
五
月

廿
六
日
詠
）。

【
一
句
立
】　

氷
室
守
は
氷
を
献
上
す
る
た
め
に
、
都
に
出
る
途
中
で
あ
る
。

【
現
代
語
訳
】（
前
句　

夏
で
あ
っ
て
も
日
も
さ
さ
な
い
山
裾
の
あ
た
り
に
、
珍
し
く
も
宿
っ
て
い
る
露
。）
氷
室
の
あ
る
山
奥
は
、
夏
で
も

涼
し
い
が
、
都
に
近
づ
く
に
つ
れ
、
次
第
に
暑
く
な
る
。
そ
ん
な
山
裾
の
露
は
、
実
は
、
氷
室
守
が
氷
を
献
上
す
る
た
め
に
都
に
出
る
道
々

落
と
す
、
氷
が
溶
け
は
じ
め
た
水
滴
の
露
な
の
だ
。

（
二
折　

表　

六
）　　

氷
室
守
都
に
い
づ
る
道
す
が
ら

二
八　

と
へ
ば
名
に
さ
へ
た
か
つ
な
る
里　
　

利
在

【
式
目
】　

雑　

高
津
（
名
所
）　

里
（
居
所
・
体
）

【
作
者
】　

利
在

【
語
釈
】　

●
た
か
つ
な
る
里　
「
高
津
」に「
高
し
」を
掛
け
る
。「
氷
室
ト
ア
ラ
バ
、高
津
宮〈
仁
徳
天
皇
を
申
。
氷
室
の
始
也
〉」（
連
珠
合
璧
集
）。

高
津
宮
は
仁
徳
天
皇
が
難
波
に
置
い
た
宮
の
名
称
で
あ
り
、
今
の
大
阪
市
の
中
央
区
あ
た
り
。
二
七
句
語
釈
に
見
た
よ
う
に
、
仁
徳
天
皇
の

代
に
初
め
て
氷
室
を
各
地
に
設
営
し
た
こ
と
が
、
寄
合
と
さ
れ
て
い
る
。

【
付
合
】　

前
句
の
「
氷
室
」
に
「
高
津
」
を
つ
け
る
。

【
一
句
立
】　

高
津
の
里
は
、
尋
ね
れ
ば
そ
の
名
ま
で
も
高
い
、
ゆ
か
り
の
里
だ
。

【
現
代
語
訳
】（
前
句　

氷
室
守
が
都
に
氷
を
運
ぶ
路
の
途
中
で
）
土
地
の
名
を
尋
ね
れ
ば
、
名
ま
で
も
高
い
、
氷
室
ゆ
か
り
の
地
、
高
津
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の
里
で
あ
る
よ
。

（
二
折　

表　

七
）　

と
へ
ば
名
に
さ
へ
た
か
つ
な
る
里

二
九　

ま
だ
知
ら
ぬ
旅
に
石
見
の
国
も
う
し　
　

立
承

【
式
目
】　

雑
・
羈
旅
（
旅
）　

石
見
（
名
所
）!　

【
作
者
】　

立
承

【
語
釈
】　

●
ま
だ
知
ら
ぬ　

ま
だ
行
っ
た
こ
と
が
な
く
知
ら
な
い
。「
ま
だ
し
ら
ぬ
た
び
の
道
に
ぞ
出
で
に
け
る
野
原
し
の
原
人
に
と
ひ
つ

つ
」（
堀
河
百
首
・
旅
・
一
四
五
八
・
大
江
匡
房
）。
●
石
見
の
国　

現
在
の
島
根
県
西
部
。
前
句
の
「
高
津
の
里
」
を
石
見
国
に
存
す
る
「
高

津
」
の
地
と
し
て
付
け
た
。「
石
見
潟
名
の
み
た
か
つ
の
浦
さ
び
て
／
風
ふ
き
し
ほ
る
松
ぞ
か
た
ぶ
く
」（
享
徳
二
年
三
月
十
五
日
何
路
百
韻
・

七
五
／
七
六
・
忍
誓
／
専
順
）。
石
見
国
高
津
は
、
現
在
の
島
根
県
益
田
市
高
津
町
。『
正
徹
物
語
』
に
「
人
丸
の
木
像
は
、
石
見
国
と
大
和

国
に
あ
り
。
石
見
の
高
津
と
云
所
な
り
。
〜
此
高
津
は
、
人
麿
の
住
給
ひ
し
所
也
。
万
葉
に
、
石
見
野
や
高
津
の
山
の
木
間
よ
り
我
ふ
る
袖

を
い
も
見
つ
ら
ん
か　

と
云
哥
は
、
爰
に
て
読
給
ひ
し
也
。
是
に
て
死
去
有
け
る
也
。」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
万
葉
歌
「
石
見
乃
也　

高
角
山

之　

木
際
従　

我
振
袖
乎　

妹
見
都
良
武
香
」（
巻
二
・
一
三
二
）
の
「
高
角
山
」（
現
在
の
島
根
県
江
津
市
の
東
方
、
島
星
山
）
は
こ
の
益
田

市
高
津
の
山
と
理
解
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
和
歌
や
連
歌
に「
石
見
国
」を
詠
む
も
の
は
、こ
の
句
の
他
に
管
見
に
入
ら
な
い
。「
石
見
潟
」

を
詠
む
場
合
は
、
後
に
「
言
は
（
ず
）」
を
付
け
た
り
、
副
詞
の
呼
応
か
ら
打
消
し
を
呼
び
込
ん
だ
り
す
る
。「
つ
ら
け
れ
ど
人
に
は
い
は
ず

い
は
み
が
た
怨
ぞ
ふ
か
き
心
ひ
と
つ
に
」（
拾
遺
集
・
恋
五
・
九
八
〇
・
よ
み
人
し
ら
ず
）、「
つ
ら
し
と
も
う
し
と
も
何
か
い
は
み
が
た
そ
こ

に
ふ
か
め
て
世
を
ば
つ
く
さ
む
」（
耕
雲
百
首
・
恨
恋
・
七
七
）。「
石
見
」
の
み
で
は
、「
言
は
」
に
続
く
否
定
の
気
持
ち
は
薄
く
な
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
は
「
言
は
（
ず
）」
を
掛
け
る
と
見
て
お
く
。「
言
は
（
ず
）」
は
前
句
の
「
と
へ
ば
」
と
呼
応
し
、
ま
た
前
句
、
付
句

両
方
の
地
名
が
掛
詞
と
し
て
並
立
す
る
妙
を
ね
ら
う
。

【
付
合
】　
「
と
へ
ば
」
と
「
知
ら
ぬ
」
が
対
応
、「
た
か
つ
（
高
津
）」
を
「
石
見
の
国
」
で
受
け
る
。
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【
一
句
立
】　

ま
だ
知
ら
な
い
石
見
国
へ
の
旅
だ
が
、
歌
聖
人
麿
が
亡
く
な
っ
た
石
見
国
へ
行
く
の
だ
か
ら
、
つ
ら
い
旅
と
は
言
わ
な
い
で

お
こ
う
。

【
現
代
語
訳
】（
前
句　

尋
ね
れ
ば
そ
の
名
に
ま
で
も
高
い
、
高
津
の
里
と
い
う
。）
そ
の
有
名
な
高
津
里
の
あ
る
石
見
国
へ
旅
し
て
い
く
の

だ
か
ら
、
ま
だ
知
ら
ぬ
国
へ
の
旅
だ
が
、
旅
が
つ
ら
い
も
の
だ
と
は
言
わ
な
い
の
だ
。

（
二
折　

表!!
八
）　

ま
だ
知
ら
ぬ
旅
に
石
見
国
も
う
し

三
〇　

妻
恋
ふ
袖
も
海
と
な
り
け
り　
　

隆
蓮

【
式
目
】　

恋
（
妻
恋
ふ
）　

袖
（
衣
類
）

【
作
者
】　

隆
蓮

【
語
釈
】　

●
妻
恋
ふ
袖　

妻
を
恋
し
く
思
う
、
そ
の
涙
が
落
ち
る
袖
。「
妻
」
は
「（
衣
の
）
褄
」
と
し
て
、
袖
の
縁
語
。「
妻
恋
ふ
」
は
普

通
は
鹿
に
用
い
ら
れ
る
語
句
で
あ
り
、
人
を
主
体
と
す
る
の
は
異
例
。
連
歌
に
お
い
て
も
、
宗
砌
と
専
順
の
句
集
に
し
か
用
例
が
見
当
た
ら

な
い
。「
妻
こ
ふ
と
秋
に
し
ら
れ
て
な
く
涙
／
あ
り
て
山
田
の
ほ
に
出
よ
と
や
」（
宗
砌
発
句
幷
付
句
抜
書
・
二
六
一
五
／
二
六
一
六
・
宗
砌
）。

●
袖
も
海
と
な
り
け
り　

涙
で
袖
が
海
の
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
だ
。「
袖
ト
ア
ラ
バ
、
涙
」（
連
珠
合
璧
集
）。「
入
て
も
苦
し
恋
の
山
道
／
見

る
め
な
き
潜
き
や
せ
ま
し
袖
の
海
」（
竹
林
抄
・
恋
下
・
九
一
二
・
専
順
）。

【
付
合
】　

万
葉
歌
「
石
見
乃
也　

高
角
山
之　

木
際
従　

我
振
袖
乎　

妹
見
都
良
武
香
（
い
は
み
の
や　

た
か
つ
の
や
ま
の　

こ
の
ま
よ

り　

わ
が
ふ
る
そ
で
を　

い
も
み
つ
ら
む
か
）」（
巻
二
・
一
三
二
）
か
ら
、「
石
見
の
国
」
に
「
袖
」
を
付
け
て
い
る
。『
万
葉
集
』
で
は
、

こ
の
歌
は
「
柿
本
朝
臣
人
麿
従
二
石
見
国
一
別
レ
妻
上
来
時
歌
」
で
あ
り
、
妻
と
別
れ
上
京
す
る
際
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
石
見
の
歌
枕
と

し
て
は
「
石
見
潟
」
が
詠
ま
れ
る
が
、「
稲
見
乃
海
（
い
な
み
の
う
み
）」
を
「
石
見
の
海
」
と
し
た
独
自
本
文
の
歌
「
名
に
た
か
き
石
見

の
海
の
興
つ
波
ち
へ
に
か
く
れ
ぬ
や
ま
と
し
ま
ね
は
」（
玉
葉
集
・
旅
・
一
一
七
八
・
人
丸
）
が
『
玉
葉
集
』
に
見
ら
れ
、
正
徹
も
「
か
ら

く
の
み
石
見
の
海
の
こ
と
の
葉
は
か
は
ら
ぬ
礒
の
松
の
し
ほ
風
」（
草
根
集
・
寄
海
恋
・
四
六
九
七
）
と
詠
ん
で
い
る
。「
石
見
の
海
の
変
る
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浪
風
／
人
心
浦
の
あ
ら
塩
松
越
え
て
」（
竹
林
抄
・
恋
下
・
九
二
八
・
心
敬
）。
こ
の
連
歌
は
、『
心
玉
集
』
一
三
四
一
、『
新
撰
菟
玖
波
集
』

二
〇
五
八
に
も
入
る
が
、『
竹
聞
』の
項
に
は「
恨
恋
に
、み
な
石
見
の
海
を
よ
め
り
、石
見
の
海
の
う
ら
み
て
も
と
よ
め
り
」と
注
さ
れ
る
。「
石

見
潟
」
の
縁
語
で
あ
っ
た
「
浦
見
」
が
縁
付
け
ら
れ
、「
石
見
の
海
」
が
歌
語
に
加
え
ら
れ
て
い
く
様
が
う
か
が
え
る
。
こ
う
し
た
状
況
か
ら
、

付
句
の
「
海
」
も
前
句
の
「
石
見
の
国
」
と
故
あ
る
語
句
と
な
ろ
う
。

【
一
句
立
】　

妻
を
恋
し
く
思
う
涙
が
落
ち
て
、
私
の
袖
も
ま
る
で
海
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

【
現
代
語
訳
】（
前
句　

ま
だ
先
の
様
子
も
わ
か
ら
な
い
旅
に
出
る
の
は
、
石
見
国
だ
か
ら
つ
ら
い
と
は
言
う
ま
い
と
思
う
。）
妻
を
恋
し
く

思
う
袖
に
は
、
涙
が
落
ち
て
た
ま
り
、
私
の
袖
は
ま
る
で
海
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
よ
。

（
二
折　

表!!

九
）　

妻
恋
ふ
袖
も
海
と
な
り
け
り

三
一　

忍
び
ぬ
る
心
の
底
は
千
尋
に
て　
　

伝
芳

【
式
目
】　

恋
（
忍
び
ぬ
る
）

【
作
者
】　

出
芳

【
語
釈
】　

●
忍
び
ぬ
る　

恋
情
を
押
し
隠
し
て
い
る
。
●
千
尋　

非
常
に
深
い
こ
と
。
一
尋
は
約
一
・
八
メ
ー
ト
ル
。「「
君
の
御
髪
は
我
削

が
む
」
と
て
〜
「
千
尋
」
と
祝
ひ
き
こ
え
た
ま
ふ
」!（
源
氏
物
語
・
葵
）。
深
い
海
の
底
を
千
尋
の
底
と
い
う
が
、
私
が
あ
の
人
を
思
う
心
も

海
程
も
深
い
と
表
現
し
た
。
本
歌「
い
せ
の
う
み
の
ち
ひ
ろ
の
そ
こ
も
か
ぎ
り
あ
れ
ば
ふ
か
き
心
を
何
に
た
と
へ
ん
」（
古
今
和
歌
六
帖
・
う
み
・

一
七
五
七
）。
ま
た
参
考
と
し
て
「
い
は
み
が
た
ち
ひ
ろ
の
そ
こ
も
た
と
ふ
れ
ば
あ
さ
き
せ
に
な
る
身
の
恨
か
な
」（
六
百
番
歌
合!

・
寄
海
恋
・

九
七
四
・
寂
蓮
）。

【
付
合
】　

語
釈
で
あ
げ
た
本
歌
に
よ
り
、「
海
」に「
千
尋
」を
付
け
た
。
前
句
で
、涙
に
よ
っ
て
、袖
が
海
ほ
ど
お
び
た
だ
し
く
濡
れ
て
し
ま
っ

た
と
し
た
の
に
対
し
、
あ
の
人
を
思
い
忍
ん
で
い
る
恋
情
は
、
海
ほ
ど
深
く
秘
め
て
い
て
と
、
恋
心
の
大
き
さ
を
対
に
仕
立
て
て
い
る
。

【
一
句
立
】　

恋
し
い
気
持
ち
を
耐
え
忍
ん
で
い
る
私
の
心
の
そ
の
底
は
千
尋
程
の
深
さ
で
あ
っ
て
。
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【
現
代
語
訳
】（
前
句　

別
れ
て
き
た
妻
を
思
い
流
す
涙
で
、
私
の
袖
も
海
の
よ
う
に
お
び
た
だ
し
く
濡
れ
）、
恋
情
を
押
し
隠
し
て
い
る
心

の
そ
の
底
は
千
尋
の
海
ほ
ど
の
深
さ
で
あ
っ
て
。

（
二
折　

表　

一
〇
）　

忍
び
ぬ
る
心
の
底
は
千
尋
に
て

三
二　

な
き
が
形
見
の
竹
の
ひ
と
む
ら　
　

心
敬

【
式
目
】　

雑
・
哀
傷
（
形
見
）　

竹
に
草
木
（
可
嫌
打
越
物
）!!

竹
與
竹
（
可
隔
七
句
物
）

【
作
者
】　

心
敬

【
語
釈
】　

●
な
き
が
形
見　

亡
き
人
の
形
見
。
心
敬
の
句
集
に
は
、前
句
で
は
あ
る
が「
形
見
」と
い
う
語
句
を
含
む
句
が
見
ら
れ
る
。「
無

跡
に
か
た
み
の
石
を
き
ざ
み
置
／
苔
の
み
深
し
山
し
な
の
み
や
」（
心
玉
集
・
雑
・
一
三
九
八
／
一
三
九
九
）。
●
竹
の
一
む
ら　

勅
撰
集
で

は
『
玉
葉
集
』、『
風
雅
集
』
に
の
み
現
れ
る
表
現
。
竹
は
人
家
の
周
囲
に
あ
り
、
人
里
の
目
印
と
な
っ
た
。「
人
の
す
む
さ
と
に
や
あ
ら
む
や

ま
も
と
の
き
り
よ
り
あ
ま
る
竹
の
一
む
ら
」（
俊
光
集
・
霧
隔
遠
村
・
二
四
六
）。

【
付
合
】　

前
句
の
「
千
尋
」
に
「
竹
」
を
付
け
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
恋
か
ら
雑
（
哀
傷
）
へ
句
境
を
転
換
し
た
。「
竹
ト
ア
ラ
バ
、
ち
い

ろ
」（
連
珠
合
璧
集
）。『
伊
勢
物
語
』
七
十
九
段
に
、
貞
数
親
王
誕
生
の
際
に
、
外
祖
父
業
平
が
「
わ
が
門
に
千
尋
あ
る
影
を
う
ゑ
つ
れ
ば
夏

冬
た
れ
か
隠
れ
ざ
る
べ
き
」（
広
本
系
、真
名
本
系
は
「
影
」
で
は
な
く
「
竹
」）
と
詠
ん
だ
と
の
逸
話
が
入
り
、後
の
延
慶
本
『
平
家
物
語
』、

『
源
平
盛
衰
記
』
等
に
受
け
継
が
れ
る
。
七
十
九
段
に
関
す
る
正
徹
流
の
古
注
に
は
「
昔
、
稽
相
と
云
者
、
山
に
入
て
薪
を
拾
ふ
に
、
峯
に
雪

深
き
所
に
、
鶏
の
啼
声
あ
り
。
行
て
見
れ
ば
、
巌
窟
あ
り
。
其
中
に
仙
人
多
く
有
、
薬
を
合
て
服
す
。
巌
窟
の
内
、
曠
々
と
し
て
限
り
な
し
。

一
本
の
竹
あ
り
。
高
き
事
限
り
な
く
、
竹
葉
の
間
に
日
月
出
て
赤
く
、
仙
人
昇
て
葉
に
座
す
。
彼
竹
に
薬
を
か
け
た
り
。
葉
よ
り
滴
た
る
露

嘗
て
、
皆
得
二
上
寿
を
一
、
是
を
、
千
尋
あ
る
陰
と
も
、
千
尋
あ
る
竹
共
云
々
。
又
、
淑
庭
千
丈
竹
と
云
事
あ
り
。
淑
庭
と
云
者
、
仙
道
を
好

み
し
者
な
り
。
竹
を
植
け
れ
ば
、
一
夜
に
、
千
丈
生
の
ぼ
る
事
あ
り
。
か
ゝ
る
仙
境
の
事
を
思
ひ
よ
そ
へ
て
、
此
親
王
の
、
寿
長
く
栄
給
は

ん
事
を
読
り
。」（
伊
勢
物
語
奥
秘
書
）
と
記
す
。
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こ
の
よ
う
な
伊
勢
物
語
の
理
解
を
受
け
て
、「
千
尋
の
竹
」
は
正
徹
、
正
広
が
詠
ん
で
い
る
。（
正
広
は
「
千
尋
の
か
げ
」
も
詠
ん
で
い
る
。

「
岩
に
苔
千
ひ
ろ
の
か
げ
を
君
ぞ
み
ん
さ
ざ
れ
に
う
う
る
庭
の
さ
さ
竹
」（
松
下
集
・
苔
巌
栽
竹
・
五
八
〇
））「
色
か
へ
ぬ
千
い
ろ
の
竹
の
世

〻
の
門
た
か
き
柳
も
ま
ゆ
ひ
ら
く
也
」（
草
根
集
・
門
柳
・
二
一
三
六
・
永
享
六
年
二
月
二
〇
日
詠
）。
連
歌
の
用
例
も
多
く
は
な
い
が
、「
今

年
生
の
竹
と
も
み
へ
ぬ
千
い
ろ
哉
」（
園
塵
第
四
・
二
二
五
〇
）、「
雲
の
緑
に
似
た
る
大
空
／
い
づ
く
ま
で
千
尋
の
竹
の
栄
ゆ
ら
む
」（
明
応
三

年
二
月
聖
廟
千
句
第
九
何
田
百
韻
・
八
四
／
八
五
）
等
が
見
受
け
ら
れ
る
。

【
一
句
立
】　

亡
き
人
の
形
見
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
竹
が
、
一
む
ら
生
え
て
い
る
ば
か
り
。

【
考
察
】　

亡
き
人
の
形
見
の
竹
と
い
う
こ
と
が
極
め
て
具
体
的
で
句
の
進
行
か
ら
浮
い
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
ひ
ょ
っ
と
し
て
本
能

寺
の
誰
か
に
対
す
る
追
悼
の
句
を
織
り
交
ぜ
た
か
。
そ
の
よ
う
な
目
で
み
て
い
く
と
、『
洛
中
洛
外
図
屏
風
』（
町
田
家
旧
蔵
本
）
の
本
能
寺

ら
し
き
寺
に
は
竹
林
が
描
か
れ
て
い
る
。

【
現
代
語
訳
】（
前
句　

亡
き
人
を
慕
う
思
い
を
お
し
こ
め
て
耐
え
て
い
る
私
の
心
は
、
そ
の
底
ま
で
は
千
尋
の
深
さ
に
も
な
っ
て
し
ま
っ

て
い
る
よ
。）
そ
し
て
、あ
の
人
の
無
事
を
祈
り
、千
尋
の
高
さ
に
ま
で
育
て
と
願
わ
れ
た
竹
は
、今
と
な
っ
て
は
、亡
き
人
の
形
見
の
竹
と
な
っ

て
し
ま
っ
て
、
一
む
ら
生
え
て
い
る
ば
か
り
な
の
だ
。

【
引
用
文
献
典
拠
一
覧
】

式
目
の
引
用
は
京
大
本
『
連
歌
初
学
抄
』（『
京
都
大
学
藏
貴
重
連
歌
資
料
集
一
』（
平
成
一
三
・
臨
川
書
店
）
に
よ
る
。

『
連
歌
新
式
追
加
並
新
式
今
案
等
』
を
参
考
と
し
て
挙
げ
る
場
合
に
は
、
木
藤
才
蔵
『
連
歌
新
式
の
研
究
』（
平
成
一
一
・
三
弥
井
書
店
）
所
収
太
宰
府
天
満

宮
文
庫
本
に
よ
っ
た
。

【
語
釈
】
等
に
お
け
る
和
歌
の
引
用
は
断
ら
な
い
限
り
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
よ
る
。『
草
根
集
』
は
日
次
本
（『
私
家
集
大
成
五
』（
昭
和
四
九
・
明
治
書
院
）

所
収
書
陵
部
蔵
御
所
本
）
を
使
用
し
、
詠
歌
年
時
が
わ
か
る
場
合
に
は
付
記
し
た
。
歌
の
理
解
に
必
要
な
場
合
に
は
、『
新
編
国
家
大
観
第
八
巻
』
所
収
の

類
題
本
（
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
清
心
女
子
大
本
）
の
表
現
も
付
記
し
て
い
る
。
連
歌
等
の
引
用
は
、
以
下
に
示
す
諸
本
に
よ
る
。

連
珠
合
璧
集
…
『
中
世
の
文
学
連
歌
論
集
一
』（
昭
和
六
〇
・
三
弥
井
書
店
）
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紫
野
千
句
…
古
典
文
庫『
千
句
連
歌
集
一
』（
昭
和
五
三
）所
収
静
嘉
堂
文
庫
本　

な
お
第
二
百
韻
は
国
際
日
本
文
化
セ
ン
タ
ー
連
歌
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
よ
る
。

小
鴨
千
句
…
古
典
文
庫
『
千
句
連
歌
集
三
』（
昭
和
五
六
）
小
松
天
満
宮
本

因
幡
千
句
…
古
典
文
庫
『
千
句
連
歌
集
四
』（
昭
和
五
七
）
所
収
木
藤
才
蔵
氏
蔵
本

表
佐
千
句
…
古
典
文
庫
『
千
句
連
歌
集
四
』（
昭
和
五
七
）
所
収
大
東
急
記
念
文
庫
蔵
本

川
越
千
句
…
古
典
文
庫
『
千
句
連
歌
集
五
』（
昭
和
五
九
）
所
収
内
閣
文
庫

熊
野
千
句
…
古
典
文
庫
『
千
句
連
歌
集
五
』（
昭
和
五
九
）
所
収
静
嘉
堂
文
庫
本

葉
守
千
句
…
古
典
文
庫
『
千
句
連
歌
集
六
』（
昭
和
五
九
）
所
収
北
野
天
満
宮
文
庫
本

飯
盛
千
句
…
古
典
文
庫
『
千
句
連
歌
集
八
』（
昭
和
六
三
）
所
収
大
阪
天
満
宮
文
庫
本

文
安
四
年
八
月
十
九
日
賦
何
人
百
韻
…
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
竹
林
抄
』（
一
九
九
一
・
岩
波
書
店
）

享
徳
二
年
二
月
四
日
何
人
百
韻
…
広
大
附
属
図
書
館
蔵
『
さ
く
ら
か
ひ
』
所
収
本

享
徳
二
年
三
月
十
五
日
何
路
百
韻
…
古
典
研
究
会
叢
書
第
二
期
『
連
歌
百
韻
集
』（
昭
和
五
〇
・
汲
古
書
院
）
内
静
嘉
堂
文
庫
連
歌
集
書
連
衆
百
韻
第
十
六

冊
所
収
本

行
助
句
…
貴
重
古
典
籍
叢
刊
一
一
『
七
賢
時
代
連
歌
句
集
』（
昭
和
五
〇
・
角
川
書
店
）
所
収
伊
地
知
本

行
助
連
歌
…
貴
重
古
典
籍
叢
刊
一
一
『
七
賢
時
代
連
歌
句
集
』（
昭
和
五
〇
・
角
川
書
店
）
所
収
天
理
本

芝
草
句
内
発
句
…
貴
重
古
典
籍
叢
刊
五
『
心
敬
作
品
集
』（
昭
和
四
七
・
角
川
書
店
）
所
収
本
能
寺
本

芝
草
句
内
岩
橋
上
…
『
心
敬
集　

論
集
』（
昭
和
二
一
・
吉
昌
社
）
所
収
本
能
寺
本

芝
草
句
内
岩
橋
下
…
『
心
敬
集　

論
集
』（
昭
和
二
一
・
吉
昌
社
）
所
収
本
能
寺
本

心
敬
僧
都
十
体
和
歌
…
湯
浅
清
『
心
敬
の
研
究
』（
昭
和
五
二
・
風
間
書
房
）
所
収
神
宮
文
庫
本

心
玉
集
・
心
玉
集
拾
遺
…
貴
重
古
典
籍
叢
刊
五
『
心
敬
作
品
集
』（
昭
和
四
七
・
角
川
書
店
）
所
収
静
嘉
堂
文
庫
蔵
本

吾
妻
辺
云
捨
…
貴
重
古
典
籍
叢
刊
五
『
心
敬
作
品
集
』（
昭
和
四
七
・
角
川
書
店
）
所
収
天
理
図
書
館
本

基
佐
句
集
…
静
嘉
堂
文
庫
本

看
聞
日
記
紙
背
連
歌
…
図
書
寮
叢
刊
『
看
聞
日
記
紙
背
文
書
・
別
記
』（
昭
和
四
〇
・
養
徳
社
）

産
衣
…
『
連
歌
法
式
綱
要
』（
一
九
三
六
・
岩
波
書
店
）

壁
草
（
大
阪
天
満
宮
文
庫
本
）!

…
古
典
文
庫
『
壁
草
〈
大
阪
天
満
宮
文
庫
本
〉』（
昭
和
五
四
）

壁
草
注
…
古
典
文
庫
『
壁
草
注
・
壁
草
〈
三
手
文
庫
本
〉』（
昭
和
五
七
）
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寛
正
百
首
…
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
中
世
和
歌
集
室
町
編
』（
一
九
九
〇
・
岩
波
書
店
）

菟
玖
波
集
…
金
子
金
治
郎
『
菟
玖
波
集
の
研
究
』（
昭
和
四
〇
・
風
間
書
房
）

新
撰
菟
玖
波
集
…
『
新
撰
菟
玖
波
集
全
釈
』
第
一
〜
第
八
巻
（
平
成
十
一
〜
十
九
・
三
弥
井
書
店
）
所
収
筑
波
大
学
藏
本

連
歌
寄
合
…
未
刊
国
文
資
料
『
連
歌
寄
合
集
と
研
究
（
上
）』（
昭
和
五
三
・
未
刊
国
文
資
料
刊
行
会
）

万
葉
集
…
小
学
館
日
本
古
典
文
学
全
集
所
収
西
本
願
寺
本

か
た
は
し
…
『
中
世
の
文
学
連
歌
論
集
三
』（
昭
和
六
〇
・
三
弥
井
書
店
）

竹
林
抄
…
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
竹
林
抄
』（
一
九
九
一
・
岩
波
書
店
）
所
収
厳
島
神
社
宮
司
野
坂
元
良
氏
蔵
本

竹
聞
…
貴
重
古
典
籍
叢
刊
二
『
竹
林
抄
古
注
』（
昭
和
四
四
・
角
川
書
店
）
所
収
名
古
屋
大
学
附
属
図
書
館
本

老
葉
（
再
編
本
）!

…
貴
重
古
典
籍
叢
刊
一
二
『
宗
祇
句
集
』（
昭
和
五
二
・
角
川
書
店
）
所
収
毛
利
本

園
塵
第
四
…
『
早
稲
田
大
学
藏
資
料
影
印
叢
書　

連
歌
集
（
二
）』
一
九
九
三
・
早
稲
田
大
学
出
版
部
）

八
雲
御
抄
…
『
八
雲
御
抄
の
研
究!
枝
葉
部
言
語
部
』（
一
九
九
二
・
和
泉
書
院
）
所
収
国
会
図
書
館
本

正
徹
物
語
…
『
歌
論
歌
学
集
成
第
十
一
巻
』（
平
成
一
三
・
三
弥
井
書
店
）
所
収
国
文
学
研
究
資
料
館
寄
託
久
松
国
男
氏
蔵
本

謡
曲
・
氷
室
…
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
謡
曲
集
下
』（
一
九
八
八
・
新
潮
社
）

伊
勢
物
語
奥
秘
書
…
『
伊
勢
物
語
古
注
釈
大
成
第
一
巻
』（
二
〇
〇
四
・
笠
間
書
院
）
所
収
鉄
心
斎
文
庫
蔵
本

両
山
歴
譜
…
『
本
能
寺
史
料　

古
記
録
編
』（
平
成
一
四
・
思
文
閣
出
版
）
所
収
日
唱
本

【
参
考
文
献
】

金
子
金
治
郎
「
落
葉
百
韻
解
説
」（『
連
歌
貴
重
文
献
集
成
第
四
集
』（
昭
和
五
五
・
勉
誠
社
）

伊
藤
敬
『
室
町
時
代
和
歌
史
論
』（
平
成
一
七
・
新
典
社
）
第
四
章
「
一
条
兼
良!

│!

勅
撰
集
の
終
焉!

│
」

井
上
宗
雄
「
武
家
歌
合
（
康
正
三
年
）
解
説
（『
未
刊
国
文
資
料
中
世
歌
合
集
と
研
究
（
下
）』（
昭
和
四
五
・
未
刊
国
文
資
料
刊
行
会
））

桃
井
観
城
「
金
剛
院
日
與
上
人
に
つ
い
て
」（『
桂
林
学
叢
』
第
一
号
・
昭
和
三
五
・
四
）

糸
久
宝
賢
「
本
興
寺
・
本
能
寺
両
山
六
世
金
剛
院
日
与
と
そ
の
周
辺
」（『
京
都
日
蓮
教
団
門
流
史
の
研
究
』（
一
九
九
〇
・
平
楽
寺
書
店
））

高
木
豊
「
法
華
要
文
連
歌
小
考!

│!

法
華
経
和
歌
と
の
関
連
と
対
比!

│
」（『
浅
井
円
道
先
生
古
希
記
念
論
文
集　

日
蓮
教
学
の
諸
問
題
』（
一
九
九
七
・
平

楽
寺
書
店
））

稲
田
利
徳
「「
法
華
経
序
品
和
歌
」
と
「
武
家
歌
合
」」（『
正
徹
の
研
究
』（
昭
和
五
三
・
笠
間
書
院
））
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神
作
光
一
・
長
谷
川
哲
夫
『
新
勅
撰
和
歌
集
全
釈
二
』（
平
成
一
〇
・
風
間
書
房
）

荒
木
良
雄
『
心
敬
』（
昭
和
二
三
・
創
元
社
）

湯
浅
清
『
心
敬
の
研
究
』（
昭
和
五
二
・
風
間
書
房
）、『
心
敬
の
研
究　

校
文
篇
』（
昭
和
六
一
・
風
間
書
房
）

米
原
正
義
『
戦
国
武
士
と
文
芸
の
研
究
』（
一
九
七
六
・
桜
楓
社
）

酒
井
茂
幸
「
文
安
・
宝
徳
期
の
武
家
歌
壇　

能
登
守
護
畠
山
義
忠
と
正
徹
」（『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第
一
三
六
集
・
平
成
一
九
）

島
津
忠
夫
著
作
集
第
五
巻
『
連
歌
・
誹
諧!

│!

資
料
と
研
究!

│
』（
二
〇
〇
四
・
和
泉
書
院
）　
「
紹
芳
連
歌
」
解
説

山
本
登
朗
「「
千
尋
あ
る
か
げ
」
│!

伊
勢
物
語
七
十
九
段
を
め
ぐ
っ
て!

│
」（「
礫
」
一
八
〇
号
・
二
〇
〇
一
・
一
〇
）


