
木
下
杢
太
郎
『
食
後
の
唄
』
注
釈
・
作
品
論
（
８
）
林
　
　
廣
親
・
有
光
　
隆
司

小
林
　
幸
夫
・
松
村
　
友
視

　
　
　
　
（『
ス
バ
ル
』
研
究
会
）

成
蹊
大
学
一
般
研
究
報
告
　
第
四
十
七
巻
　
第
四
分
冊

　
　
　
　
平
成
二
十
五
年
六
月





木
下
杢
太
郎
『
食
後
の
唄
』
注
釈
・
作
品
論
（
８
）

一

木
下
杢
太
郎
『
食
後
の
唄
』
注
釈
・
作
品
論
（
８
）

・
珈
琲  

 

小　

林　

幸　

夫

・
八
百
屋  

 

有　

光　

隆　

司

・
鳥
屋  

 

有　

光　

隆　

司

・
工
場
が
へ
り  

 

有　

光　

隆　

司

・
本
町
通
り  

 

有　

光　

隆　

司

・
お
花
さ
ん  

 

林　
　
　

廣　

親

・
お
榮
さ
ん  

 

林　
　
　

廣　

親

・
幕
間  

 

松　

村　

友　

視

・
ね
ざ
め  

 

松　

村　

友　

視

・
今
日
の
芝
居  

 

松　

村　

友　

視

　
　
　
　
は
じ
め
に

　

こ
の
論
文
は
平
成
九
年
五
月
の
本
誌
に
発
表
し
た
同
名
の
論
考
（
１
）
に
始
ま

る
ス
バ
ル
研
究
会
の
研
究
成
果
発
表
の
八
回
目
に
相
当
し
て
い
る
。

　
『
食
後
の
唄
』
の
注
釈
は
す
で
に
断
片
的
に
は
あ
る
も
の
の
、
い
ま
だ
全
編
を
対

象
と
し
た
も
の
は
出
て
い
な
い
。
ま
た
同
詩
集
は
一
部
に
高
く
評
価
さ
れ
て
は
い
る

が
、そ
の
特
質
が
一
般
に
ま
で
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
恨
み
が
あ
る
。

そ
こ
で
私
た
ち
の
研
究
会
で
は
、『
食
後
の
唄
』
の
詩
全
体
に
つ
い
て
、
そ
の
特
質

を
で
き
る
限
り
て
い
ね
い
に
分
析
し
、
作
品
論
に
ま
と
め
る
勉
強
会
を
長
年
に
渡
っ

て
続
け
て
き
た
。
発
表
は
断
続
的
な
が
ら
幸
い
途
絶
え
る
こ
と
な
く
回
を
重
ね
て

初
期
の
目
的
に
ま
た
一
歩
近
づ
け
る
こ
と
を
喜
ん
で
い
る
。
な
お
本
論
は
シ
リ
ー
ズ

と
し
て
の
発
表
を
最
初
か
ら
予
定
し
た
も
の
で
、
第
一
回
め
に
「
緒
言
」
を
掲
げ

て
以
降
は
こ
の
よ
う
な
前
書
き
を
置
か
な
い
ス
タ
イ
ル
を
踏
襲
し
て
き
た
が
、
こ

の
た
び
は
編
集
部
会
の
助
言
に
よ
り
こ
れ
を
掲
げ
る
こ
と
と
し
た
。



二

　
　

珈　

琲

今
し
が
た

啜す
ゝ

つ
て
お
い
た

M

モ

カ

okka

の
に
ほ
ひ
が
ま
だ
何ど

こ處
や
ら
に

殘の
こ

り
ゐ
る
ゆ
ゑ
う
ら
悲が
な

し
。

曇く
も

つ
た
空そ
ら

に

時と
き
〳
〵々

は
雨あ
め

さ
へ
け
ぶ
る
五
月ぐ
わ
つの
夜よ
る

の
冷ひ
や

こ
さ
に

黄き

い
ろ
く　

に
じ
む　

華は
な
で
ん
き

電
氣
、

酒し
ゆ
え
ん宴
の
あ
と
の
雜ざ
つ
だ
ん談
の
や
や
狂く
る

ほ
し
き
情
じ
や
う
さ
う操の
―

さ
り
と
て
別べ
つ

に
こ
れ
と
い
ふ
ゆ
ゑ
も
無な

け
れ
ど
、

う
ら
懷な
つ
かし

く

何な
ん

と
な
く
古ふ
る

き
戀こ
ひ

な
ど
語か
た

ら
ま
ほ
し
く

寂ぢ
つ

と
し
て
ゐ
る
け
だ
る
さ
に

當あ
て

も
な
く
見み

い入
れ
ば
白し
ろ

き
食
し
よ
く
た
く卓の

じ

の
花は
な
が
め瓶
に
ほ
の
ぼ
の
と
薄
う
す
く
れ
な
ゐ
紅
の
牡ぼ
た
ん丹
の
花は
な

。

珈カ
フ
エ
エ琲

、
珈カ
フ
エ
エ琲

、
若わ
か

い
珈カ
フ
エ
エ琲

。　
（V

.1910.

）

　

明
治
四
三
年
五
月
制
作
。
初
出
は
『
三
田
文
学
』（
明
43
・
7
）。「
食
後
の
歌
」

の
総
題
で
、「
金
粉
酒
」「
両
国
」「
五
月
」
と
と
も
に
、
木
下
杢
太
郎
の
署
名
で

発
表
さ
れ
た
。『
食
後
の
唄
』（
大
8
・
12
、
ア
ラ
ラ
ギ
発
行
所
）
に
「
食
後
の
歌
」

の
章
の
一
編
と
し
て
収
録
さ
れ
た
後
、『
木
下
杢
太
郎
詩
集
』（
昭
5
・
1
、
第
一

書
房
）
に
「
食
後
の
歌
」
の
章
の
一
編
と
し
て
収
め
ら
れ
た
。
初
出
は
、
パ
ラ
ル

ビ
。『
食
後
の
唄
』
は
漢
数
字
を
除
い
て
総
ル
ビ
。『
木
下
杢
太
郎
詩
集
』
は
総
ル

ビ
。
異
同
は
、
次
の
と
お
り
。

　
　
　
　
　
　
〔『
食
後
の
唄
』〕 

〔『
三
田
文
学
』〕 

〔『
木
下
杢
太
郎
詩
集
』〕

1
連
1
行
目　

今い
ま
し
が
た 

今い
ま
し
方が
た　

 

今い
ま
し
が
た

　
　

2
行
目　

啜す
ゝ
つ
て
お
い
た 

啜
つ
て
置
い
た 

啜す
ゝ
つ
て
置
い
た

　
　

3
行
目　

M

モ

カ

okka 
M

モ

カ

okka　

 
M

も

か

O
K

K
A

　
　

6
行
目　

時と
き
〳
〵々
は　

 

時
々
は　

 

時と
き
ど
き時
は

　
　

6
行
目　

冷ひ
や
こ
さ
に 

冷ひ
や
こ
さ
に 

冷ひ
や
さ
に

　
　

7
行
目　

黄き

い
ろ
く　

に
じ
む 

黄
い
ろ
く
に
じ
む　

 

黄き

い
ろ
く
に
じ
む

　
　
　
　
　
　

華は
な
で
ん
き
電
氣
、 

華
電
氣
、 

華は
な
で
ん
き
電
氣
、

　
　

8
行
目　

や
や
狂く
る

ほ
し
き
情
じ
や
う
さ
う

操 

や
や
狂
ほ
し
き
情
操
の
、 

や
や
狂く
る

ほ
し
き
情
じ
や
う
さ
う

操
の
、

　
　
　
　
　
　

の
―　

 

（
9
行
目
へ
） 

（
9
行
目
へ
、独
立
の
一
行
）

　
　

9
行
目　

さ
り
と
て
別べ
つ
に
こ
れ 

さ
り
と
て
別
に
之
と 

さ
り
と
て
別べ
つ
に
是こ
れ
と
い
ふ

　
　
　
　
　
　

と
い
ふ
ゆ
ゑ
も
無な

け 

い
ふ
ゆ
ゑ
も
無
け
れ
ど 

故ゆ
ゑ

も
な
け
れ
ど

　
　
　
　
　
　

れ
ど
、 

 

（
10
行
目
）

　
　

10
行
目　

う
ら
懷
な
つ
かし

く 

う
ら
懷
な
つ
かし

く
、 

う
ら
懷
な
つ
かし

く
、（
11
行
目
）

　
　

11
行
目　

語か
た

ら
ま
ほ
し
く 

語
ま
ほ
し
く 

語か
た

ら
ま
ほ
し
く
、（
12
行
目
）

　
　

12
行
目　

寂ぢ
つ

と
し
て
ゐ
る 

凝ぢ
つ

と
し
て
居ゐ

る
け
だ 

凝ぢ
つ

と
し
て
居ゐ

る
け
だ
る
さ
に
、



木
下
杢
太
郎
『
食
後
の
唄
』
注
釈
・
作
品
論
（
８
）

三

　
　
　
　
　
　

け
だ
る
さ
に 

る
さ
に 

（
13
行
目
）

2
連
1
行
目　

珈カ
フ
エ
エ琲
、
珈カ
フ
エ
エ琲
、
若わ
か
い 

珈カ
フ
エ
エ琲
、
珈カ
フ
エ
エ琲
、
苦に
が
い 

珈か
ふ
え琲
、
珈か
ふ
え琲
、
苦
い
珈か
ふ
え琲
。

　
　
　
　
　
　

珈カ
フ
エ
エ琲
。（V

.1910.

）　

珈カ
フ
エ
エ琲
。

注
　
釈

珈
琲

　

coffee

（
英
）
・Kafe

（
独
）
・café
（
仏
）　

コ
ー
ヒ
ー
の
樹
の
果
実
の
中
に
あ

る
コ
ー
ヒ
ー
豆
と
呼
ば
れ
る
種
子
を
原
料
と
し
た
飲
料
。
コ
ー
ヒ
ー
の
樹
の
原
産

は
エ
チ
オ
ピ
ア
と
さ
れ
、
飲
料
と
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
広
ま
っ
た
。
日
本
に
入
っ

て
き
た
の
は
十
八
世
紀
の
末
で
あ
り
、明
治
二
十
年
代
か
ら
三
十
年
代
に
か
け
て
、

角
砂
糖
の
中
へ
コ
ー
ヒ
ー
の
粉
末
を
入
れ
た
コ
ー
ヒ
ー
糖
と
呼
ば
れ
る
も
の
を
、

熱
湯
で
溶
か
し
て
飲
み
、普
及
し
て
い
っ
た
。こ
の
コ
ー
ヒ
ー
の
普
及
は
カ
フ
ェ
ー

の
発
達
と
と
も
に
あ
り
、
明
治
二
十
一
年
に
東
京
上
野
黒
門
町
に
初
め
て
の
コ
ー

ヒ
ー
店
「
可カ
ヒ
ー否

茶
館
」
が
開
業
、
一
杯
一
銭
五
厘
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
明
治

二
十
三
年
に
は
浅
草
六
区
パ
ノ
ラ
マ
館
の
中
に
「
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
珈
琲
店
」
が
で

き
た
。
カ
フ
ェ
ー
が
軌
道
に
乗
っ
た
の
は
明
治
四
十
四
年
ご
ろ
で
、
銀
座
に
「
カ

フ
ェ
ー
・
ラ
イ
オ
ン
」「
プ
ラ
ン
タ
ン
」「
パ
ウ
リ
ス
タ
」
な
ど
の
店
が
続
出
し
た
。

　

明
治
期
のcoffee

（
英
）
・Kafe

（
独
）
・café

（
仏
）
の
日
本
語
表
記
は
、『
明

治
の
こ
と
ば
辞
典
』（
惣
郷
正
明
・
飛
田
良
文
編
、昭
和
61
年
、東
京
堂
）
に
よ
れ
ば
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

1　

漢
字
…
…
骨
喜
、
架
非
、

、

啡
、
加
非
、
咖
啡
、
珈

、
珈
琲

　

2　

ひ
ら
が
な
…
こ
ー
ひ
ー
、
こ
お
ひ
い
、
こ
う
ひ
い
、
こ
う
ふ
い
、
か
う
ひ

い

　

3　

か
た
か
な
…
コ
ー
ヒ
、コ
ー
ヒ
ー
、コ
ウ
ヒ
イ
、コ
オ
ヒ
イ
、コ
ッ
ピ
、コ
ッ

ヒ
ー
、
コ
ッ
ヒ
イ
、
コ
ヒ
イ
、
コ
ヒ
ー
、
カ
ー
ヒ
ー
、
カ
ウ

ヒ
、
カ
ウ
ヒ
イ
、
カ
ッ
ヒ
ー
、
カ
ヒ
ー

　

こ
の
詩
で
は
、漢
字
は「
珈
琲
」を
使
用
し
て
い
る
。「
珈
琲
」の
表
記
は
、「
咖
啡
」

と
と
も
に
当
時
最
も
多
く
使
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
最
終
行
で「
珈
琲
」を「
カ

フ
エ
エ
」
と
読
ん
で
い
る
の
は
異
例
と
言
え
る
が
、
永
井
荷
風
の
小
説
「
地
獄
の

花
」（
明
治
35
年
）
に
「
カ
フ
ヱ
ー
」
と
い
う
類
似
の
用
例
が
あ
り
、「
カ
フ
エ
エ
」

は
フ
ラ
ン
ス
語
読
み
に
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

尚
、
明
治
二
十
年
代
に
流
行
し
た
川
上
音
二
郎
の
オ
ッ
ペ
ケ
ペ
ー
節
の
中
に
、

　
　
　

は
ら
に
も
馴
れ
な
い
洋
食
を
、
や
た
ら
に
食
ふ
の
も
ま
け
お
し
み
、
内
證

で
そ
ー
ツ
と
反へ

ど吐
つ
い
て
、
真
面
目
な
顔
し
て
コ
ー
ヒ
飲
む
、
を
か
し
い

ね
え
、

　

と
い
う
も
の
が
あ
る
。

　

ま
た
、『
事
物
起
源
事
典
』（
昭
和
54
年
、
東
京
堂
）
に
は
、「
明
治
か
ら
大
正

に
移
り
か
わ
る
前
後
か
ら
『
パ
ン
の
会
』
な
ど
を
中
心
と
し
た
フ
ラ
ン
ス
帰
り
の

文
人
、
画
家
の
根
城
と
な
っ
た
銀
座
七
丁
目
の
カ
フ
ェ
ー
・
プ
ラ
ン
タ
ン
や
大

衆
コ
ー
ヒ
ー
店
京
橋
南
鍋
町
の
パ
ウ
リ
ス
タ
な
ど
か
ら
だ
ん
だ
ん
広
ま
っ
て
い
っ

た
。」
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。

啜
つ
て
お
い
た



四

　
　

コ
ー
ヒ
ー
を
啜
っ
て
そ
の
カ
ッ
プ
を
テ
ー
ブ
ル
の
上
に
置
い
た
、
の
意
。

M
モ

カ
okka

　
　

ド
イ
ツ
語
。
ア
ラ
ビ
ア
半
島
イ
エ
メ
ン
の
紅
海
に
面
し
た
港
モ
カ
か
ら
輸
出

さ
れ
る
コ
ー
ヒ
ー
。
強
い
酸
味
と
芳
醇
な
香
り
が
あ
る
。
モ
カ
は
、
英
語
で
は

「m
ocha

」、
フ
ラ
ン
ス
語
で
は
「m

oka

」
と
表
記
さ
れ
る
。

五
月ぐ
わ
つ

　
　

五
月
を
「
さ
つ
き
」
と
訓よ

ま
ず
「
ご
ぐ
わ
つ
」
と
漢
音
で
訓
ん
だ
の
は
、
詩

の
上
で
は
杢
太
郎
や
白
秋
か
ら
始
ま
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
有
光
隆
司
に
よ

る
「
金
粉
酒
」
の
注
（「
木
下
杢
太
郎
『
食
後
の
唄
』
注
釈
・
作
品
論
（
1
）」、

『
成
蹊
大
学
一
般
研
究
報
告　

第
29
巻
第
3
分
冊
』、
平
成
9
年
5
月
）
を
参
照

さ
れ
た
い
。

冷ひ
や

こ
さ

　
　

古
語
「
ひ
や
こ
し
」
に
、
抽
象
名
詞
を
つ
く
る
接
尾
語
「
さ
」
が
付
い
て
で

き
た
語
。
つ
め
た
さ
、
の
意
。

華は
な
で
ん
き

電
氣

　
　

小
栗
風
葉
の
小
説
『
青
春
』（
明
治
38
～
39
年
）
な
ど
に
用
例
が
あ
り
、
そ

こ
で
は
、
シ
ャ
ン
デ
リ
ア
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
河
村
政
敏
は
『
日

本
近
代
文
学
大
系
54　

近
代
詩
集
Ⅱ
』（
昭
和
48
年
、
角
川
書
店
）
の
こ
の
詩

の
注
に
お
い
て
、「
色
硝
子
で
飾
り
つ
け
た
電
燈
」
と
し
て
い
る
。
内
阪
素
夫 

『
日
本
燈
火
史
』（
復
刻
、
昭
和
49
年
、
つ
か
さ
書
房
、
原
著
は
大
正
6
年
、
東

京
電
気
株
式
会
社
）
に
よ
れ
ば
、「
反
射
笠
の
性
質
及
材
料
の
点
か
ら
分
類
す

れ
ば
」
と
し
て
「
装
飾
用
」
に
「
彩
色
硝
子
」
を
挙
げ
て
お
り
、
河
村
の
解

釈
は
こ
の
よ
う
な
も
の
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
詩
の
本
文
に
は
、

「
黄、

、

、

、

い
ろ
く　

に、

、

、

じ
む　

華
電
氣
」（
傍
点
、
小
林
）
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
す
る

と
、
河
村
注
の
よ
う
に
、
反
射
笠
に
彩
色
硝
子
を
使
用
し
た
電
燈
と
考
え
る
の

が
、
適
切
と
思
わ
れ
る
。

や
や
狂く
る

ほ
し
き
情
じ
や
う
さ
う操

　
　
「
情
操
」
は
、一
般
に
は
、高
尚
な
心
の
活
動
に
よ
っ
て
生
じ
る
複
雑
な
感
情
、

の
意
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
情
感
豊
か
な
心
、
を
意
味
し
、
句
全
体
で
は
、
少

し
気
が
触
れ
て
い
る
感
じ
の
、
乱
れ
込
み
入
っ
た
感
情
、
を
表
し
て
い
る
。

さ
り
と
て

　
　

そ
う
は
い
う
も
の
の
、
の
意
。

う
ら
懷な
つ
かし
く

　
　

な
ん
と
な
く
快
く
親
し
く
思
い
出
さ
れ
て
、
の
意
。

語か
た

ら
ま
ほ
し
く

　
　

語
り
た
い
気
分
に
な
っ
て
、
の
意
。

寂ぢ
つ

と
し
て
ゐ
る

　
　

だ
ま
っ
て
こ
の
雰
囲
気
の
中
に
浸
っ
て
い
る
。
普
通
は
「
凝
」
の
字
を
当
て

る
が
、「
寂
」
の
字
を
用
い
た
こ
と
に
よ
り
、
静
か
に
し
て
い
る
た
た
ず
ま
い

が
表
現
さ
れ
て
い
る
。

じ

の
花は
な
が
め瓶

　
　

磁
器
の
花
瓶
、
の
意
。
磁
器
は
高
温
で
焼
く
た
め
、
ガ
ラ
ス
質
で
透
光
性
が

あ
る
。
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コ
ー
ヒ
ー
の
香
り
に
触
発
さ
れ
た
感
情
と
気
分
を
叙
し
た
詩
で
あ
る
。

　

時
は
五
月
の
夜
、場
所
は
カ
フ
ェ
ー
と
思
わ
れ
る
。
酒
宴
が
お
開
き
に
な
っ
た
。

し
か
し
、
そ
の
華
や
ぎ
と
喧
騒
は
尾
を
引
き
、
雑
談
が
交
わ
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

な
か
で
詩
の
主
体
は
、
宴
の
最
後
に
飲
ん
だ
コ
ー
ヒ
ー
の
残
り
香
を
感
じ
な
が
ら

な
ん
と
な
く
悲
し
い
気
分
に
浸
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
皆
が
腰
を
上
げ
て
店
を

出
る
の
を
待
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
雑
然
と
し
た
と
り
と
め
の
な
い
場
と

時
間
の
な
か
で
、
詩
の
主
体
は
、
軽
い
物
思
い
に
ふ
け
っ
て
い
る
。
こ
の
、
宴
の

あ
と
の
混
濁
の
な
か
に
あ
り
な
が
ら
ひ
と
り
皆
と
は
会
話
を
交
わ
さ
ず
に
物
思
い

に
ふ
け
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
こ
の
詩
の
核
心
が
あ
る
。
詩
の
主
体
は
、
こ
の
と

き
、
皆
の
中
に
あ
り
な
が
ら
ひ
と
り
情
緒
の
世
界
を
や
わ
ら
か
く
つ
く
り
上
げ
て

い
る
の
だ
。

　

さ
て
、
こ
の
詩
の
特
質
は
、
詩
の
主
体
が
、「M

モ

カ

okka

の
に
ほ
ひ
が
ま
だ
何ど

こ處

や
ら
に
／
殘の
こ

り
ゐ
る
ゆ、

ゑ、

う
ら
悲が
な

し
」（
傍
点
、小
林
、以
下
同
じ
）と
あ
る
よ
う
に
、

モ
カ
・
コ
ー
ヒ
ー
の
香
り
が
「
う
ら
悲が
な

し
」
い
気
分
・
感
情
を
引
き
起
こ
し
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
香
り
が
気
分
・
情
緒
を
呼
び
起
こ
す
と
い
う
、
香
り
の
機
能
が

こ
の
詩
に
は
表
現
さ
れ
て
い
る
。
モ
カ
は
、
コ
ー
ヒ
ー
の
な
か
で
も
香
り
が
芳
醇

な
点
に
お
い
て
際
だ
つ
コ
ー
ヒ
ー
で
あ
る
。
そ
の
特
徴
が
よ
く
と
ら
え
ら
れ
て
い

る
と
も
言
え
る
。

　

詩
の
主
体
は
、
モ
カ
・
コ
ー
ヒ
ー
の
残
り
香
に
「
う
ら
悲が
な

し
」
さ
を
呼
び
起
こ

さ
れ
た
後
は
、
ひ
と
り
「
寂ぢ
つ

と
し
て
ゐ
る
け、

、

、

、

だ
る
さ
」
と
「
う
ら
懷な
つ
かし
」
さ
と
を

感
じ
て
い
る
。「
け
だ
る
さ
」
は
、
皆
が
雑
談
を
切
り
上
げ
て
腰
を
上
げ
る
の
を

待
つ
所
在
な
さ
と
、
自
ら
誰
と
も
話
を
し
な
い
で
い
る
こ
と
の
軽
い
つ
ら
さ
か
ら

来
る
身
体
感
覚
と
気
分
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、「
う
ら
懷な
つ
かし

」
さ
は
、
こ
の
詩

の
な
か
で
、
先
の
「
う
ら
悲が
な

し
」
さ
と
横
に
並
ぶ
感
情
ら
し
い
感
情
で
あ
る
。
た

だ
注
目
す
べ
き
は
、「
う
ら
悲が
な

し
」
さ
が
、
モ
カ
・
コ
ー
ヒ
ー
の
香
り
か
ら
呼
び

起
こ
さ
れ
た
と
詩
の
主
体
が
自
覚
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
こ
の
「
う
ら
懷な
つ
かし

」

さ
の
方
は
、「
別べ
つ

に
こ
れ
と
い
ふ
ゆ
ゑ
も
無な

け
れ
ど
」
と
あ
る
よ
う
に
、
感
情
の

湧
出
に
明
瞭
な
根
拠
を
感
じ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
詩
の
主
体
の
意
識
に
お
い

て
は
、「
う
ら
懷な
つ
かし

」
さ
は
、無
根
拠
に
、い
わ
ば
自
然
に
起
こ
っ
た
わ
け
で
あ
り
、

そ
れ
だ
け
に
詩
の
主
体
の
身
に
付
い
て
い
る
、
ま
た
は
内
在
し
て
い
る
感
情
だ
、

と
い
う
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
さ
ら
に
、「
う
ら
懷な
つ
かし
く
」
の
後
に
「
何な
ん

と
な
く

古ふ
る

き
戀こ
ひ

な
ど
語か
た

ら
ま
ほ
し
く
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、「
う
ら
懷な
つ
かし

」
さ
が
「
古ふ
る

き

戀こ
ひ

」
と
連
動
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、「
懷な
つ
かし
」
さ
の
情
緒
と
し
て
は
、
遠
い

過
去
の
と
き
め
き
や
華
や
ぎ
の
気
分
が
そ
の
中
心
を
占
め
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ

る
。
と
す
れ
ば
、
詩
の
主
体
は
、
皆
の
ま
だ
ほ
と
ぼ
り
の
醒
め
な
い
喧
騒
の
な
か

で
、
モ
カ
・
コ
ー
ヒ
ー
の
残
り
香
に
悲
哀
を
感
じ
つ
つ
、
古
い
恋
を
語
り
た
く
な

る
よ
う
な
懐
か
し
い
気
分
に
ひ
と
り
佇
ん
で
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
主
体
は
、
皆

の
な
か
に
身
を
置
い
て
も
、
自
分
の
感
情
の
流
れ
や
気
分
に
ひ
と
り
浸
り
込
む
感

性
の
持
主
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

こ
の
時
の
、
詩
の
主
体
の
心
情
を
さ
ら
に
言
え
ば
、
こ
の
詩
の
主
体
は
、
な
ん

と
な
く
懐
か
し
い
気
持
に
な
っ
て
自
分
の
、
遙
か
昔
の
恋
を
だ
れ
か
と
語
り
た
い
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の
で
あ
る
。
語
り
た
い
の
だ
け
れ
ど
も
語
れ
な
い
、
こ
の
場
の
ど
こ
か
気
が
変
に

な
っ
て
い
る
よ
う
な
乱
れ
た
心
情
に
と
ら
わ
れ
て
語
れ
な
い
も
ど
か
し
さ
に
耐
え

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
倦
怠
感
を
生
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
心
の
あ
り
よ
う
に
、
皆
と
の
ち
が
い
が
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
詩
の
主
体
の
も
う
ひ
と
つ
の
特
徴
は
、
周
囲
に
対
し
て
五
感

が
開
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
モ
カ
・
コ
ー
ヒ
ー
に
嗅
覚
で
反
応
し
、「
五
月ぐ
わ
つ

の
夜よ
る

の
冷、

、

、

こ
さ
に
」
と
、
夜
の
大
気
に
体
感
と
い
う
触
覚
で
反
応
し
、「
黄き

い
ろ

く　

に
じ
む　

華は
な
で
ん
き

電
氣
」
と
、
シ
ャ
ン
デ
リ
ア
の
光
に
視
覚
で
反
応
し
、「
雜ざ
つ
だ
ん談

の
や
や
狂く
る

ほ
し
き
情
じ
や
う
さ
う操の

―
」
と
、
感
情
や
気
分
の
ま
と
わ
り
つ
い
た
雑
談
に
聴

覚
で
反
応
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
こ
の
詩
は
、
詩
の
主
体
の
開
か
れ
た

五
感
が
と
ら
え
た
感
覚
の
詩
で
も
あ
る
。

　

そ
し
て
、
こ
の
詩
に
は
、
全
体
に
行
き
わ
た
っ
て
い
る
気
分
・
情
調
が
あ
る
。

そ
れ
は
、
一
言
で
言
え
ば
、
あ
い
ま
い
さ
、
で
あ
る
。
モ
カ
・
コ
ー
ヒ
ー
の
香
り

は
「
何ど

こ處
や
ら
に
」
残
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
懐
か
し
さ
も
「
こ
れ
と
い
ふ
ゆ

ゑ
も
無な

」
く
起
こ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
場
所
や
根
拠
が
特
定
で
き
な
い
あ
い

ま
い
さ
で
あ
る
。
ま
た
、
悲
し
さ
や
懐
か
し
さ
も
「
う
ら
悲が
な

し
」「
う
ら
懷な
つ
かし
く
」

と
い
う
よ
う
に
明
確
な
輪
郭
を
持
っ
て
い
な
い
点
に
お
い
て
あ
わ
く
、
あ
い
ま
い

で
あ
る
。
古
い
恋
を
語
り
た
く
な
る
気
分
も
「
何な
ん

と
な
く
」
語
り
た
く
な
る
の
で

あ
り
、
花
瓶
の
牡
丹
の
花
を
と
ら
え
た
の
も
「
當あ
て

も
な
く
」
見
入
っ
た
結
果
で
あ

り
、
主
体
の
意
志
が
希
薄
で
あ
る
点
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
た
あ
い
ま
い
を
呈
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
か
て
て
加
え
て
、
状
況
、
景
物
に
お
い
て
も
、「
曇、

、

、

つ
た
空そ
ら

」

「
雨あ
め

さ
へ
け、

、

、

ぶ
る
五
月ぐ
わ
つの
夜よ
る

」「
黄き

い
ろ
く　

に、

、

、

じ
む　

華は
な
で
ん
き

電
氣
」「
や、

、や
狂く
る

ほ
し

き
情
じ
や
う
さ
う操」「

寂ぢ
つ

と
し
て
ゐ
る
け、

、

、

、

だ
る
さ
」「
ほ、

、

、

、

の
ぼ
の
と
薄、

　紅
の
牡ぼ
た
ん丹

の
花は
な

」
と
い

う
よ
う
に
、
は
っ
き
り
し
な
か
っ
た
り
わ
ず
か
で
し
か
な
か
っ
た
り
、
あ
い
ま
い

な
表
象
が
め
じ
ろ
押
し
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
こ
の
詩
は
、
あ
い

ま
い
な
感
触
を
表
象
し
て
い
る
詩
、
こ
と
ば
に
な
ら
な
い
感
覚
を
表
現
し
て
い
る

詩
、
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
、
こ
の
詩
の
特
徴
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
か
。

　

詩
の
主
体
は
、
宴
の
あ
と
の
、
カ
フ
ェ
ー
か
ら
皆
が
出
る
時
間
の
な
か
に
そ
の

場
の
気
分
、
雰
囲
気
を
浴
び
な
が
ら
、
周
囲
の
状
況
、
景
物
に
五
感
を
開
い
て
反

応
し
、
あ
い
ま
い
な
世
界
の
な
か
で
モ
カ
の
醸か
も

し
出
す
悲
哀
を
味
わ
っ
て
い
る
。

そ
し
て
、
そ
の
主
体
の
あ
り
よ
う
そ
の
も
の
が
、
こ
の
詩
な
の
で
あ
る
、
と
。

　

と
こ
ろ
で
、こ
の
詩
の
末
尾
の
一
行
は
、『
食
後
の
唄
』で
は「
若わ
か

い
珈カ
フ
エ
エ琲
」と
な
っ

て
い
る
が
、
初
出
の
『
三
田
文
学
』
で
は
「
苦に
が

い
珈カ
フ
エ
エ琲

」
で
あ
り
、『
木
下
杢
太

郎
詩
集
』
で
も
「
苦
い
珈か
ふ
え琲

」
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
と
、「
若
」
と
「
苦
」
の
字

形
の
類
似
か
ら
す
る
と
、「
若わ
か

い
」
は
「
苦に
が

い
」
の
誤
植
と
考
え
る
の
が
妥
当
と

思
わ
れ
る
。
そ
う
す
る
と
こ
の
詩
の
末
尾
の
一
行
「
珈カ
フ
エ
エ琲

、
珈カ
フ
エ
エ琲

、
若わ
か

い
珈カ
フ
エ
エ琲

」 

は
、
こ
の
あ
い
ま
い
な
主
体
の
意
識
の
世
界
を
、
一
気
に
明
確
な
意
識
に
戻
す
か

の
よ
う
に
屹
立
し
て
い
る
。
コ
ー
ヒ
ー
の
残
り
香
が
展
い
て
い
っ
た
あ
わ
い
情
調

の
世
界
を
、今
度
は
そ
の
同
じ
コ
ー
ヒ
ー
の
味
が
覚
醒
さ
せ
る
。そ
ん
な
コ
ー
ヒ
ー

が
与
え
る
ド
ラ
マ
も
、
こ
の
詩
は
見
せ
て
く
れ
て
い
て
、
な
か
な
か
に
巧
妙
な
、

凝
っ
た
詩
で
も
あ
る
。

　

尚
、
も
し
「
若わ
か

い
」
が
誤
植
で
な
い
場
合
は
、
こ
の
「
若わ
か

い
珈カ
フ
エ
エ琲

」
が
、
詩
の

な
か
ば
の
一
行
「
何な
ん

と
な
く
古ふ
る

き
戀こ
ひ

な
ど
語か
た

ら
ま
ほ
し
く
」
の
「
古ふ
る

き
戀こ
ひ

」
と
響
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き
合
い
、
詩
の
主
体
に
若
い
時
の
こ
の
「
古ふ
る

き
戀こ
ひ

」
を
呼
び
さ
ま
し
た
と
読
む
こ

と
が
で
き
る
。

　

こ
の
詩
は
、
酒
宴
の
あ
と
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
ん
で
皆
が
雑
談
に
華
を
咲
か
せ
て
い

る
場
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
酒
宴
は
、
当
時
、
杢
太
郎
が
中
心
と
な
っ
て
開

催
さ
れ
て
い
た
パ
ン
の
会
を
描
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
パ
ン
の
会
は
、
明
治

四
十
一
年
か
ら
四
十
四
年
に
か
け
て
、
若
い
美
術
家
と
文
学
者
が
行
っ
た
談
話
会

で
あ
る
。
文
学
系
で
は
、
杢
太
郎
、
北
原
白
秋
、
吉
井
勇
な
ど
「
ス
バ
ル
」
の
詩

歌
人
が
中
心
で
あ
っ
た
。
石
川
啄
木
や
高
村
光
太
郎
も
参
加
し
て
い
る
。
そ
の
光

太
郎
に
、
会
の
雰
囲
気
を
よ
く
伝
え
て
い
る
回
想
が
あ
る
。

　
　
　

青
春
の
爆
発
と
い
ふ
も
の
は
見
さ
か
ひ
の
無
い
も
の
だ
。
若
さ
と
い
ふ
も

の
の
一
致
だ
け
で
ど
ん
な
違
つ
た
人
達
を
も
融
合
せ
し
め
る
。
パ
ン
の
会
当

時
の
思
出
は
な
つ
か
し
い
。
い
つ
で
も
微
笑
を
以
て
思
ひ
出
す
。
本
質
の
ま

る
で
別
な
人
間
達
が
集
ま
つ
て
、
よ
く
も
語
り
よ
く
も
飲
ん
だ
も
の
だ
。
自

己
の
青
春
で
何
も
か
も
自
分
の
も
の
に
し
て
し
ま
つ
て
ゐ
た
の
だ
。
銘
々
が

自
己
の
内
か
ら
迸
る
強
烈
な
光
で
照
ら
し
合
つ
て
ゐ
た
の
だ
。
い
つ
思
ひ
出

し
て
も
滑
稽
な
ほ
ど
無
邪
気
な
、
燃
え
さ
か
る
性
善
物
語
ば
か
り
だ
。

 

　
（「
パ
ン
の
会
の
頃
」『
近
代
風
景
』
昭
和
2
年
1
月
号
）

　

こ
の
よ
う
な
青
春
の
熱
情
あ
ふ
れ
る
宴
、
そ
の
終
盤
が
、
こ
の
詩
の
場ト
ポ
スな
の
だ
。

な
お
、
映
像
と
し
て
の
パ
ン
の
会
の
様
子
を
伝
え
て
い
る
も
の
に
、
木
村
荘
八
が
、

昭
和
三
年
の
第
六
回
春
陽
会
展
に
出
品
し
た
三
十
号
の
油
絵
「
パ
ン
の
会
」
が
あ

る
。
野
田
宇
太
郎
『
日
本
耽
美
派
の
誕
生
』（
昭
和
26
年
、河
出
書
房
）
に
よ
れ
ば
、

パ
ン
の
会
の
開
か
れ
た
時
代
に
は
荘
八
は
ま
だ
中
学
生
で
あ
っ
た
が
、
杢
太
郎
の

助
言
に
よ
っ
て
描
い
た
と
い
う
。

（
小
林　

幸
夫
）
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八　

百　

屋　

　
　
　
　

戯ぎ
き
よ
く曲

「
夜よ

」
中ち
ゆ
うに

て
女を
ん
な　

の
曲き
よ
く
げ
い
し

藝
師
の
歌う
た

ふ
歌う
た

わ
た
し
や
八
百
屋や

ぢ
や
な
け
れ
ど
も

梨な
し

に
林り
ん

檎ご

に
巴は

旦
た
ん
き
や
う杏

選よ

り
ど
り
見み

ど
り
に
取と

ら
し
や
ん
せ
、

ど
う
せ
惚ほ

れ
た
が
負し

け
ぢ
や
も
の
、

初
出
は
『
ス
バ
ル
』（
明
43
・
3
）「
讀
町
の
小
唄
」
の
総
題
で
、「
窓
の
女
」「
幕
間
」

「
ね
ざ
め
」「
八
百
屋
」「
と
も
子
」「
鳥
屋
」「
今
日
の
芝
居
」「
工
場
が
へ
り
」「
貫

一
」「
酒
の
入
荷
」
が
発
表
さ
れ
た
、
そ
の
内
の
一
編
。『
食
後
の
唄
』
に
収
録
さ

れ
た
後
、『
木
下
杢
太
郎
詩
集
』
に
収
め
ら
れ
た
。
初
出
は
パ
ラ
ル
ビ
。『
食
後
の

唄
』
は
総
ル
ビ
。
以
下
、
有
光
担
当
の
他
の
詩
編
に
つ
い
て
も
同
様
。「
八
百
屋
」

の
異
同
は
次
の
通
り
。

　
　
　
　
〔『
食
後
の
唄
』〕 

〔
初
出
〕 

〔『
木
下
杢
太
郎
詩
集
』〕

詞
書　
　
戯
ぎ
き
よ
く曲「

夜よ

」中
ち
ゆ
うに

て
女
を
ん
な　

の
曲き
よ
く
げ
い
し

藝
師
の
歌う
た

ふ
歌う
た 

詞
書
な
し 

戯ぎ
き
よ
く曲

「
夜よ
る

」
の
中う
ち

に
て
女
を
ん
なの

曲き
よ
く
げ
い
し

藝
師
の
歌う
た

ふ
歌う
た

。

1
行
目　

な
け
れ
ど
も 

無
け
れ
ど
も
、 

な
け
れ
ど
も

2
行
目　

梨な
し

に
林り
ん

檎ご

に
巴は

旦た
ん
き
や
う

杏 

梨
に
、
林
檎
に
、
巴
旦
杏
、 

梨な
し

に
林り
ん

檎ご

に
巴は

旦た
ん
き
や
う

杏

4
行
目　
ど
う
せ
惚ほ

れ
た
が
負し

け
ぢ
や
も
の
、 

ど
う
せ
惚
れ
た
が
負
け
ぢ
や
も
の
。 

ど
う
せ
惚ほ
れ
た
が
負し
け
ぢ
や
も
の
。

注
　
釈

戯
曲
「
夜
」

　

一
幕
三
場
か
ら
成
る
戯
曲
。（
明
44
・
11
『
朱
欒
』）
戯
曲
で
は
〈
二
十
四
五
の

妖
艶
な
る
『
物
失
へ
る
女
』〉
が
〈
破
れ
か
ぶ
れ
〉
に
な
っ
て
〈
快
活
に
〉
歌
う

歌
と
な
っ
て
お
り
、
ト
書
き
に
〈
黑
く
幅
廣
き
外
套
め
き
た
る
も
の
を
無
造
作
に

打
ち
羽
織
り
、
之
を
左
手
に
て
内
よ
り
胸
の
邊
に
て
摑
み
、
ま
た
右
手
に
は
小
さ

き
燈
を
捧
げ
た
る
が
素
足
に
て
飛
び
來
る
。
小
燈
を
持
ち
た
る
ま
ま
、
右
の
前
腕

の
あ
た
り
に
て
涙
を
拭
ひ
、身
を
屈
め
て
、暗
き
地
上
に
何
物
か
求
め
始
む
。
屢
々

捜
し
倦
み
た
る
樣
に
て
、
地
上
に
蹲
ま
り
、
忍
び
音
に
す
す
り
泣
く
。〉
と
あ
る
。

女
は
嘆
息
し
つ
つ
、十
二
歳
の
時
に
失
し
た
も
の
を
ず
っ
と
探
し
求
め
て
い
る
が
、

ど
う
し
て
も
見
つ
か
ら
な
い
。

〈
あ
あ
、
奈
何
し
て
も
無
い
。
や
つ
ぱ
し
此
処
で
は
無
か
つ
た
の
か
ね
え
。
そ
ん

な
ら
何
処
で
捨
て
た
ん
だ
ろ
。
妾
や
自
分
ぢ
や
あ
捨
て
た
覺
え
は
微
塵
も
無
い
の

に
ね
え
。
そ
れ
で
も
自
然
に
無
く
な
つ
て
行
く
も
の
か
し
ら
。
恁
う
と
疾
く
に
知

つ
た
な
ら
、
…
え
え
、
一
層
皆
あ
の
人
に
遣
つ
ち
や
つ
た
方
が
餘
程
増
だ
つ
た
わ
。

え
え
、
口
惜
し
い
。
口
惜
し
い
。
え
え
可
い
わ
、
仕
方
が
無
い
。
も
う
遅
い
。
妾

は
覺
え
ち
や
つ
た
。
…
あ
あ
妾
の
事
は
仕
方
が
無
い
け
ど
、
可
い
わ
、
可
い
わ
、

後
の
皆
に
教
へ
て
や
る
わ
。
え
え
、
嘘
も
雜
ぜ
て
教
へ
て
や
れ
。〉
と
、
女
は
自

暴
自
棄
に
な
る
。

女
は
ど
う
や
ら
小
さ
い
と
き
か
ら
他
人
の
所
へ
遣
ら
れ
、
そ
の
所
為
で
何
か
を
捨
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九

て
て
し
ま
っ
た
ら
し
い
。
そ
し
て
、
も
う
一
度
〈
あ
の
時
に
な
り
た
い
〉
と
も
願

う
が
、
そ
れ
が
果
敢
な
い
夢
だ
と
分
か
る
と
、
破
れ
か
ぶ
れ
に
な
っ
て
、
右
の
唄

を
口
ず
さ
む
の
で
あ
る
。〈
え
え
、
一
層
皆
あ
の
人
に
遣
つ
ち
や
つ
た
方
が
餘
程

増
だ
つ
た
わ
。
え
え
、
口
惜
し
い
。
口
惜
し
い
。〉
と
い
う
独
白
、
そ
れ
を
唄
に

し
た
の
が
「
八
百
屋
」
で
あ
る
。
た
だ
し
、
戯
曲
で
は
と
く
に
八
百
屋
の
唄
と
は

断
っ
て
い
な
い
。
な
お
、
戯
曲
で
は

…
…
梨
に
林
檎
に
巴ぼ
た
ん
き
ょ
う

旦
杏
…
…

選え

り
ど
り
見
ど
り
に
取
ら
し
や
ん
せ
、

ど
う
せ
惚ほ

れ
た
が
負ひ
け

ぢ
や
も
の
。

と
な
っ
て
い
る
。

梨
　

　

明
治
22
年
に
千
葉
県
産
の
梨
「
新
太
白
」
が
「
二
十
世
紀
」
と
命
名
さ
れ
、
明

治
28
年
に
は
新
し
い
品
種
「
長
十
郎
」
が
発
見
さ
れ
、「
長
十
郎
」
が
明
治
40
年

ご
ろ
か
ら
全
国
に
普
及
し
た
。

林
檎
　

　

明
治
初
期
に
西
洋
種
の
リ
ン
ゴ
が
移
植
さ
れ
、
東
京
に
リ
ン
ゴ
が
普
及
す
る
の

は
果
物
屋
が
多
く
な
っ
た
明
治
29
年
ご
ろ
か
ら
で
あ
る
。

巴
旦
杏

　

ア
ー
モ
ン
ド
、
唐
桃
、
ス
モ
モ
の
こ
と
。
こ
こ
で
は
ス
モ
モ
を
言
う
。
果
実
は

球
形
で
先
端
が
尖
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
と
が
り
す
も
も
と
も
言
わ
れ
る
。
果
皮

は
紅
紫
色
の
も
の
と
青
い
も
の
と
が
あ
る
。
表
面
に
白
い
粉
が
ふ
い
て
い
る
。
果

肉
は
黄
色
く
甘
い
。『
た
べ
も
の
語
源
辞
典
』（
昭
55
・
7
）
に
よ
れ
ば
、「
巴
旦
」

と
い
う
名
称
は
ジ
ャ
ワ
の
バ
ン
タ
ム
（
巴
旦
）
か
ら
伝
来
し
た
か
ら
と
も
、
ま

た
、ペ
ル
シ
ャ
語
のbadan 

か
ら
来
た
（『
華
夷
通
商
考
』
宝
永
5
）
と
い
も
言
う
。

ま
た
安
達
巌
（『
た
べ
も
の
伝
来
史
』（
昭
50
年
4
月
、
柴
田
書
店
）
に
よ
れ
ば
、

李
の
原
産
地
は
中
国
の
揚
子
江
沿
岸
で
あ
り
、
日
本
へ
も
弥
生
時
代
に
伝
来
し
た

と
推
定
さ
れ
る
が
、文
献
上
で
は
推
古
天
皇
紀（
五
九
二
～
六
二
）に「
霖
桃
李
花
」

と
あ
る
の
が
最
初
の
記
述
で
あ
り
、『
倭
名
類
聚
鈔
』（
九
三
四
ご
ろ
、
源
順
）
に

は
「
李
年
」
と
あ
り
、「
須ス

モ

モ
毛
々
」
と
訓
ん
で
い
る
と
い
う
。
ス
モ
モ
と
い
う
の
は
、

桃
に
似
て
い
て
毛
が
な
い
か
ら
、
酸
っ
ぱ
い
桃
だ
か
ら
と
の
二
説
が
あ
る
。

選
り
ど
り
見
ど
り

　

好
き
勝
手
に
選
び
出
し
て
取
る
こ
と
。
江
戸
時
代
の
人
情
本
に
用
例
が
あ
る
。

負し

け

　

負
け
る
こ
と
。
四
国
の
方
言
に
「
し
け
る
」
で
、ひ
け
め
を
感
じ
る
意
が
あ
り
、

こ
こ
で
は
、
文
脈
上
、
私
の
方
が
分
が
弱
い
の
で
、
ど
う
ぞ
あ
な
た
の
自
由
に
な

さ
っ
て
く
だ
さ
い
、
と
い
う
よ
う
な
意
味
。

作
品
論

　

私
は
八
百
屋
で
は
な
い
と
断
り
な
が
ら
、「
梨
に
林
檎
に
巴
旦
杏
」
と
、
調
子

に
合
わ
せ
て
語
呂
の
い
い
果
物
の
名
を
並
べ
て
ゆ
く
。
作
品
の
主
題
は
後
半
二
行

の
「
選
り
ど
り
見
ど
り
に
取
ら
し
や
ん
せ
、／
ど
う
せ
惚
れ
た
が
負
け
ぢ
や
も
の
」

に
あ
る
。
男
に
惚
れ
て
し
ま
っ
た
女
の
弱
み
を
逆
手
に
取
っ
て
開
き
直
っ
て
み
せ

る
詩
で
あ
る
。



一
〇

　

こ
の
詩
は
、
主
題
に
向
か
っ
て
巧
妙
な
手
法
を
使
用
し
て
い
る
。
私
は
「
八
百

屋
ぢ
や
な
け
れ
ど
も
」
と
自
分
を
打
ち
消
し
て
お
き
な
が
ら
も
、
言
葉
の
上
で

は
八
百
屋
に
見
立
て
て
店
に
並
ん
で
い
る
果
物
を
列
挙
し
つ
つ
、
ど
れ
で
も
好
き

な
よ
う
に
取
っ
て
い
い
と
相
手
に
告
げ
る
。
相
手
に
自
由
に
し
ろ
と
い
う
自
分
を

見
せ
て
お
き
な
が
ら
、
結
局
は
そ
も
そ
も
八
百
屋
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
見
せ
た

八
百
屋
の
姿
は
事
実
と
し
て
は
打
ち
消
さ
せ
る
。
い
わ
ば
「
見
せ
消
ち
」
の
手
法

な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
見
せ
ら
れ
た
も
の
の
映
像
や
イ
メ
ー
ジ
は
相
手
の
な
か

に
残
り
、
男
に
惚
れ
て
し
ま
っ
た
私
の
有
り
様
は
、
こ
れ
が
比
喩
と
な
っ
て
強
く

相
手
に
伝
わ
る
の
で
あ
る
。こ
の「
見
せ
消
ち
」の
手
法
に
こ
の
詩
の
妙
味
が
あ
る
。

　

そ
し
て
も
う
一
つ
の
技
法
は
、
七
、五
調
を
基
本
に
し
た
韻
律
の
小
気
味
よ
さ

で
あ
る
。
そ
の
軽
快
さ
の
中
に
、
女
が
男
に
惚
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
へ
の
恥
じ
ら

い
と
開
き
直
り
が
し
な
や
か
に
息
づ
い
て
い
る
。

　

な
お
、〈
梨
に
林
檎
に
巴
は
　
た
ん
き
や
う

旦
杏
〉と
い
う
果
物
の
名
の
羅
列
に
は
、歌
沢「
花
の
名
」

な
ど
が
響
い
て
も
い
よ
う
か
。〈
花
の
名
、花
の
名
、ほ
う
れ
ん
、ふ
う
れ
ん
、南
天
、

牡
丹
、
海
棠
、
れ
ん
げ
う
、
う
ん
じ
や
ん
す
ん
ぺ
ん
、
す
る
ぞ
い
な
。〉〈
艸
の
名
、

艸
の
名
、
水
仙
、
て
つ
せ
ん
、
ふ
う
せ
ん
、
鶏
頭
、
り
う
た
ん
、
く
ん
じ
や
ん
、

す
ん
ぺ
ん
、す
る
ぞ
い
な
。〉な
お
、「
長
崎
ぶ
り
」（『
木
下
杢
太
郎
詩
集
』）で
は〈
誰

が
う
つ
り
香
ぞ
、に
ほ
ひ
あ
ら
せ
い
と
う
。
／
蘆
薈
、蠻
紅
花
、天
南
星
、／
平
戸
、

出
島
の
港
ぐ
さ
、〉〈
牛
膽
、
南
星
、
め
る
く
う
る
。
南
無
波
羅
葦
増
雲
善
主
麿
。〉

な
ど
と
唄
わ
れ
る
。
こ
の
詩
も
、
こ
の
よ
う
な
語
呂
、
ま
た
そ
の
響
き
の
快
さ
を

む
し
ろ
第
一
義
に
置
い
て
い
る
感
が
あ
る
。

　

さ
て
、
詞
書
に
「
戯
曲
『
夜
』
の
中
に
て
女
の
曲
芸
師
の
歌
ふ
歌
」
と
あ
る
。

戯
曲
で
こ
の
歌
を
う
た
う
の
は
「
二
十
四
五
の
妖
艶
な
る
『
物
失
へ
る
女
』」
で

あ
る
。
夜
の
暗
闇
の
な
か
で
右
手
に
小
さ
な
灯
を
持
ち
、「
あ
あ
無
い
」
と
言
い

な
が
ら
何
や
ら
探
し
て
い
る
。
自
分
で
は
捨
て
た
つ
も
り
は
な
い
の
だ
が
、
彼
女

は
十
二
歳
の
時
か
ら
失
し
た
も
の
を
探
し
続
け
て
い
る
女
な
の
で
あ
る
。

　

戯
曲
で
は
、
失
く
し
た
も
の
を
捉
え
よ
う
と
す
る
、
人
間
的
な
存
在
の
問
題
を

追
求
す
る
内
向
的
な
作
品
の
中
で
歌
わ
れ
る
歌
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
詩
と
し
て
取

り
出
し
て
く
る
と
、
女
の
艶
情
の
軽
み
を
帯
び
て
く
る
。
歌
が
ど
の
よ
う
な
と
こ

ろ
に
置
か
れ
る
か
に
よ
っ
て
機
能
が
変
じ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
て
面
白
い
。

　
　

鳥　

屋

魚う
を

河が

し岸
を
入い

る
と
左ひ
だ
りに

か
つ
ぷ
く
の
よ
き
老ら
う
ぢ
よ女

の
屋や

臺た
い

壽す

し

や
司
屋
あ
り
き
。

そ
の
後う
し

ろ
は
大お
ほ

き
な
る
鳥と
り

屋や

の
店み
せ

に
て
鳩は
と

、
七
面め
ん
て
う鳥
な
ど
飼か

ひ
居ゐ

た
り
。

七
面め
ん
て
う鳥

は
鳥と
り

な
れ
ど
も
、
若わ
か

き
人に
ん
げ
ん間

の
女を
ん
な來き
た

る
と
き
は
後あ
と

を
追お

ふ
と
ぞ
、

か
の
老ら
う
ぢ
よ女
の
語か
た

り
し
。

殺こ
ろ

さ
れ
る
身み

と
は
知し

ら
な
い
で

よ
ぼ
よ
ぼ
な
年と
し

よ
り
の
七
面め
ん
て
う鳥
が
―
ま
あ
い
や
な
。

わ
か
い
女を
ん
なの
あ
と
ば
か
り
追お

つ
て
居ゐ

る
の
さ
。

酷む
ご

い
や
う
だ
が
ね
え
。
私わ
た
しは

鳥と
り
や屋

、

商し
や
う
ば
い
賣
な
ん
で
す
か
ら
ね
え
。
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一
一

　
　
　
　
〔『
食
後
の
唄
』〕 

〔
初
出
〕 

〔
木
下
杢
太
郎
詩
集
〕

詞
書　

 

詞
書
な
し 

詞
書

一
行
目　

か
つ
ぷ
く
の
好
き 

 

か
つ
ぷ
く
の
よ
き

二
行
目　

後
う
し
ろ 

 

後う
し
ろ

二
行
目　
店
に
て
鳩は
と
、七
面め
ん
て
う鳥な
ど
飼か

ひ
居ゐ

た
り 

 

店
に
て
、鳩は
と
、七
し
ち
め
ん
て
う

面
鳥
な
ど
飼か
ひ
置お

き
た
り

三
行
目　
七
面め
ん
て
う鳥
は
鳥と
り
な
れ
ど
も
若わ
か
き
人に
ん
げ
ん間
の　 

 

七し
ち
め
ん
て
う

面
鳥
は
鳥と
り
な
れ
ど
も
、
わ
か
き
人に
ん
げ
ん間
の

　
　
　
　
女
を
ん
な
き
た
來
る
と
き
は
後あ
と
を 

 

女
を
ん
な
き
た
來
る
時と
き
は
、
あ
と
を

詩
編

二
行
目　
よ
ぼ
よ
ぼ
な
年と
し
よ
り
の
七
面め
ん
て
う鳥 

よ
ぼ
よ
ぼ
な
癖
に
七
面
鳥
が 

よ
ぼ
よ
ぼ
な
年と
し
よ
り
の
七し
ち
め
ん
て
う

面
鳥

二
行
目　

ま
あ
い
や
な
。 

ま
あ
い
や
な
、 

ま
あ
い
や
な
、

三
行
目　
　

わ
か
い
女
を
ん
な 

若
い
女 

わ
か
い
女
を
ん
な

三
行
目　
　

ば
か
り 

許
り 
ば
か
り

三
行
目　
　

追お

つ
て
居ゐ

る
の
さ 

追
つ
て
る
の
さ
。 

追お

つ
て
居ゐ

る
の
さ
。

四
行
目　
酷む
ご

い
や
う
だ
が
ね
え
。
私
わ
た
しは

鳥と
り

屋や

、 

酷む
ご

い
や
う
だ
が
ね
ぇ
、
私
わ
た
しは

鳥
屋
、 

酷む
ご

い
や
う
だ
が
ね
え
、
あ
た
し
は
鳥と
り

屋や

五
行
目　

商
し
や
う
ば
い
賣 

商
賣 

商
し
や
う
ば
い
賣

注
　
釈

鳥
屋
　

　

鳥
を
飼
育
し
て
売
っ
た
り
、
飼
育
し
た
鳥
を
食
材
と
し
て
売
る
店
。
鏑
木
清
方

の
随
筆
集
『
明
治
の
東
京
』（
平
成
元
年
4
月
17
日　

岩
波
文
庫
）「
築
地
川
」
の

章
の
、
メ
ト
ロ
ポ
ー
ル
・
ホ
テ
ル
界
隈
を
記
述
す
る
件
に
次
の
よ
う
な
文
章
が 

あ
る
。

　
　

道
路
を
隔
て
た
向
側
の
入
舟
町
の
角
に
は
西
洋
八
百
屋
が
あ
っ
て
、
鵞あ
ひ
るや

七

面
鳥
が
、
森
閑
と
し
た
広
い
道
を
、
尾
を
振
り
な
が
ら
練
る
よ
う
に
し
て
あ
る

い
て
い
る
の
を
見
た
だ
け
で
も
、
長
崎
絵
に
で
も
見
る
よ
う
な
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク

を
先
ず
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
。

魚
河
岸

　

日
本
橋
か
ら
江
戸
橋
に
か
け
て
の
日
本
橋
川
の
北
岸
の
河
岸
名
。
現
在
の
日
本

橋
室
町
一
丁
目
に
あ
た
る
。
全
国
か
ら
輸
送
さ
れ
て
く
る
魚
を
販
売
す
る
問
屋
、

仲
買
、
小
売
店
な
ど
、
最
盛
期
に
は
三
百
五
十
軒
を
数
え
、
そ
れ
に
関
連
す
る
海

苔
屋
、
蒲
鉾
加
工
業
者
な
ど
も
あ
っ
た
。

屋
台
寿
司
屋

　

店
を
構
え
た
寿
司
屋
で
は
な
く
、
車
を
つ
け
て
移
動
で
き
る
よ
う
に
し
た
屋
根

つ
き
の
台
で
商
う
寿
司
屋
。
魚
河
岸
の
屋
台
に
つ
い
て
は
仲
田
定
之
助
『
明
治
商

売
往
来
』（
昭
和
49
年
3
月
、
青
蛙
房
）
に
次
の
記
述
が
あ
る
。

　

朝
市
が
終
わ
る
と
、
す
ぐ
そ
の
後
は
清
掃
さ
れ
、
入
口
の
木
戸
も
取
り
払
わ

れ
る
。
と
今
度
は
日
本
橋
や
、
江
戸
橋
の
た
も
と
を
は
じ
め
、
空
地
や
、
片
付

け
た
店
先
の
往
来
に
、
鮨
屋
、
天
麩
羅
屋
、
お
で
ん
燗
酒
屋
、
す
い
と
ん
屋
、

汁
粉
大
福
屋
、
甘
酒
屋
な
ど
の
屋
台
が
立
ち
並
ん
で
、
甘
辛
そ
れ
ぞ
れ
に
客
を

呼
ん
で
い
た
。
そ
こ
に
は
た
ね
が
新
し
く
、
う
ま
く
て
、
し
か
も
安
い
と
い
う

の
で
、
わ
ざ
わ
ざ
遠
く
か
ら
出
掛
け
て
き
て
、
こ
こ
の
暖
簾
を
く
ぐ
る
者
も
多

か
っ
た
。

　

ま
た
、
仲
田
は
『
続
明
治
商
売
往
来
』（
昭
和
49
年
10
月
、
青
蛙
房
）
で
、
次



一
二

の
よ
う
な
回
想
も
し
て
い
る
。

　

あ
の
頃
お
い
し
く
て
安
か
っ
た
の
は
日
本
橋
川
に
沿
っ
た
魚
河
岸
市
場
に
立

ち
並
ん
だ
屋
台
店
の
鮨
屋
だ
っ
た
。
わ
た
し
は
特
定
の
店
が
う
ま
い
と
言
え
る

よ
う
な
柄
で
は
な
い
。
ど
こ
の
う
ち
で
も
屋
台
店
の
暖
簾
に
首
を
突
っ
込
み
、

盤
台
の
向
う
で
親
方
が
に
ぎ
っ
て
出
し
て
く
れ
る
も
の
を
頬
張
り
な
が
ら
、
生

姜
を
つ
ま
ん
だ
り
、
熱
い
番
茶
を
飲
ん
だ
り
し
て
味
わ
う
と
こ
ろ
に
立
ち
喰
い

の
醍
醐
味
が
あ
っ
た
。

七
面
鳥

　

キ
ジ
科
の
肉
用
の
家
畜
。
オ
ス
は
重
さ
10
～
15
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
な
る
。
原
種
は

北
ア
メ
リ
カ
の
草
原
に
野
生
。
明
治
前
期
に
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
入
っ
て
き
た
と
い
わ

れ
て
い
る
。

作
品
論

　

こ
の
作
品
は
、
詩
よ
り
も
長
い
詞
書
と
詩
と
か
ら
成
る
。
詩
人
は
詞
書
に
お
い

て
、
屋
台
寿
司
屋
を
営
む
老
女
が
鳥
屋
の
七
面
鳥
に
つ
い
て
語
っ
た
話
を
、
伝
聞

の
か
た
ち
で
記
し
、そ
の
上
で
、鳥
屋
の
主
人
が
そ
の
七
面
鳥
に
つ
い
て
言
い
放
っ

た
こ
と
を
詩
の
か
た
ち
で
提
出
し
、
作
品
を
閉
じ
る
。
詩
人
は
屋
台
寿
司
屋
の
位

置
と
、
そ
の
老
女
の
体
軀
と
、
大
き
な
鳥
屋
の
様
子
を
叙
す
だ
け
で
、
七
面
鳥
に

つ
い
て
は
何
の
感
情
も
具
体
的
に
は
示
す
こ
と
な
く
、
見
聞
を
記
す
人
に
徹
し
て

い
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
七
面
鳥
を
め
ぐ
る
事
態
と
距
離
を
と
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
屋
台
寿
司
屋
の
老
女
に
言
わ
れ
、
か
つ
鳥
屋
の
主
人
に
言
わ
れ
る

七
面
鳥
に
だ
け
は
興
味
を
も
っ
て
い
る
と
言
っ
て
い
い
。

　

さ
て
、
老
女
は
、
七
面
鳥
は
鳥
だ
け
れ
ど
も
若
い
人
間
の
女
の
後
を
追
う
と
い

う
。
こ
の
老
女
の
言
に
は
、
若
い
女
好
き
に
対
す
る
皮
肉
が
あ
る
。
一
方
鳥
屋
の

主
人
は
、
そ
の
老
女
と
同
じ
皮
肉
を
持
ち
な
が
ら
も
、
殺
さ
れ
て
食
べ
ら
れ
て
し

ま
う
と
も
知
ら
な
い
で
若
い
女
の
後
を
追
う
と
、
哀
れ
な
結
末
を
見
透
か
す
少
々

冷
酷
な
見
方
が
あ
る
。
七
面
鳥
は
詞
書
で
皮
肉
ら
れ
、
詩
で
息
の
根
を
止
め
ら
れ

る
と
言
え
よ
う
か
。

　

七
面
鳥
の
哀
れ
さ
は
殺
さ
れ
る
運
命
に
あ
る
こ
と
と
、
殺
さ
れ
る
こ
と
も
知
ら

ず
に
若
い
女
を
追
い
か
け
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
し
て
「
よ
ぼ
よ
ぼ
な
年
よ
り
の
」

七
面
鳥
が
死
を
知
ら
ず
し
て
若
い
女
を
追
い
か
け
る
行
為
そ
の
も
の
は
、
鳥
が
人

間
を
恋
い
慕
う
点
に
お
い
て
滑
稽
で
あ
る
。
こ
の
哀
れ
さ
と
滑
稽
さ
が
同
居
し
て

い
る
と
こ
ろ
に
、
こ
の
詩
の
持
ち
味
が
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

そ
の
一
方
で
、
若
い
女
を
追
い
か
け
る
七
面
鳥
を
皮
肉
る
、
老
女
と
鳥
屋
の
主

人
の
存
在
も
、こ
の
詩
の
見
所
で
あ
る
。
老
女
も
女
で
あ
り
、鳥
屋
の
主
人
も
、「
追

つ
て
居
る
の
さ

4

4

」「
商
売
な
ん
で
す
か
ら
ね
え

4

4

」
と
い
う
口
調
か
ら
し
て
も
女
で

あ
り
、
と
も
に
老
い
た
女
性
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
二
人
の
老
い
た
女
性
が
若
い

女
を
追
う
、
年
老
い
た
、
お
そ
ら
く
オ
ス
で
あ
ろ
う
七
面
鳥
を
揶
揄
す
る
と
こ
ろ

に
、
老
女
の
若
い
女
に
対
す
る
嫉
妬
が
感
じ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
じ
つ
は
、
七

面
鳥
を
馬
鹿
に
し
な
が
ら
も
、
二
人
の
老
女
も
ま
た
哀
れ
さ
を
生
き
て
し
ま
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
気
づ
か
な
い
二
人
の
老
女
に
は
、
軽
い
可
笑
し
み

が
漂
う
。
つ
ま
り
、
こ
の
二
人
も
ま
た
、
哀
れ
に
し
て
滑
稽
な
の
で
あ
る
。

　

七
面
鳥
の
哀
れ
に
し
て
滑
稽
、
屋
台
寿
司
屋
の
老
女
と
鳥
屋
の
「
私
」
と
い
う
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一
三

二
人
の
老
い
た
女
性
の
哀
れ
に
し
て
滑
稽
、
鳥
と
人
間
の
そ
れ
ぞ
れ
の
悲
喜
劇
が

表
現
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
こ
の
詩
の
妙
味
が
あ
る
。

　

ま
た
、
こ
の
詞
書
な
ら
び
に
詩
に
登
場
す
る
二
人
の
女
性
は
、
生
活
感
が
あ
ふ

れ
る
た
く
ま
し
い
女
性
た
ち
で
あ
る
。「
老
女
」
が
屋
台
の
寿
司
屋
を
開
き
、
鳥

屋
の
「
私
」
も
腹
が
座
っ
て
い
る
。
こ
の
強
さ
に
は
、
魚
河
岸
と
い
う
場
の
特
徴

が
大
き
く
背
景
と
し
て
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
明
治
二
一
年
日
本
橋
生
れ
の
仲

田
定
之
助
は
『
明
治
商
売
往
来
』（
前
掲
）
の
中
で
幼
時
を
回
想
し
、
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。

　

市
場
の
中
に
は
朝
早
く
昼
ご
ろ
ま
で
、
雑
踏
を
極
め
、
喧
騒
の
限
り
を
尽
く

し
て
い
た
。（
中
略
）そ
の
市
場
の
中
で
は
、典
型
的
な
い
わ
ゆ
る
江
戸
っ
子
と
、

自
他
と
も
に
許
す
河
岸
の
若
い
衆
と
、
市
中
か
ら
買
出
し
に
集
ま
る
、
威
勢
の

い
い
魚
屋
の
主
や
、
料
理
屋
の
板
前
な
ど
、
売
り
手
も
買
い
手
も
、
い
ず
れ
劣

ら
ぬ
鼻
っ
ぱ
し
の
強
い
連
中
が
、
乱
暴
な
べ
ら
ん
め
い
調
の
や
り
と
り
で
す
る

糶
り
や
、
取
引
き
に
は
、
は
た
目
に
殺
気
が
感
じ
ら
れ
る
く
ら
い
だ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
威
勢
の
い
い
、
乱
暴
な
言
葉
が
飛
び
交
う
場
所
だ
っ
た
か
ら
こ

そ
、
こ
の
よ
う
に
た
く
ま
し
く
生
き
る
女
た
ち
が
い
た
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
場
の

雰
囲
気
を
こ
の
詩
は
よ
く
活
写
し
え
て
い
る
。
な
お
仲
田
は
、「
あ
の
頃
の
魚
河

岸
の
混
雑
と
、
異
臭
と
、
不
潔
と
は
想
像
外
だ
っ
た
」
と
記
し
て
い
る
が
、

こ
の
「
異
臭
と
、
不
潔
」
は
鳥
屋
の
七
面
鳥
に
も
幾
分
表
出
さ
れ
て
い
る
か
。

　
　

工
場
が
へ
り

　
　
　

小こ

石い
し
か
わ川
の
新し
ん
か
い開
道ど
う
ろ路
を
行ゆ

き
ゆ
き
女を
ん
なた
ち
の
語か
た

れ
る

「
私わ
た
しや
生う
ま

れ
て
三
度ど

島し
ま

田だ

を
結ゆ

つ
た
の
よ
。

十
六
の
時と
き

一
ぺ
ん
と
、

祝し
う
げ
ん言

の
時と
き

一
ぺ
ん
と
、

そ
れ
か
ら
…
…
い
つ
か
、
も
う
一い
ち
ど度
。」

「
お
よ
し
な
さ
い
よ
、
阿あ

ほ呆
ら
し
い
。

私わ
た
しだ

つ
て
も
ね
え
、
三
度ど

や
五
度た
び

は
結ゆ

つ
て
る
わ
。

だ
が
ね
、

そ
ら
も
う
六
時じ

の
笛ふ
え

で
す
よ
。

ま
た
餓が

き鬼
ど
も
が
、
家う
ち

で
が
あ
が
あ
云い

つ
て
る
よ
。」

　
　
　
〔『
食
後
の
唄
』〕 

〔
初
出
〕 

〔『
木
下
杢
太
郎
詩
集
』〕

詞
書 

詞
書
な
し 

詞
書

詞
書

一
行
目　

語
れ
る 

語
れ
る
。

詩
編

一
行
目　

私
や 

私
し
や 

わ
た
し
や

二
行
目　

十
六
の
時
一
ぺ
ん 

十
六
の
時
一
遍 

十
六
の
時
一
ぺ
ん

三
行
目　

祝
言
の
時
一
ぺ
ん 

祝
言
の
時
一
遍 

祝
言
の
時
一
ぺ
ん



一
四

五
行
目　
お
よ
し
な
さ
い
よ
。
阿
呆
ら
し
い
。 

お
よ
し
な
さ
い
よ
、
阿
呆
ら
し
い
。 

お
よ
し
な
さ
い
よ
、
阿
呆
ら
し
い
。

六
行
目　
私
だ
つ
て
も
ね
え
、
三
度
や
五
度
は 

私
だ
つ
て
も
ね
え
、
三
度
や
五
度
は 

わ
た
し
だ
つ
て
も
ね
え
、三
度
は
五
度
は

七
行
目　

だ
が
ね
、 

だ
が
ね
、 

だ
が
ね

八
行
目　

六
時
の
笛
で
す
よ
。 

六
時
の
笛
で
す
よ
、 

六
時
の
笛
で
す
よ
。

九
行
目　

餓
鬼
ど
も
が
、 

餓
鬼
共
が 

餓
鬼
ど
も
が

九
行
目　
家
で
が
あ
が
あ
云
つ
て
る
よ
。 

屹
度
が
あ
が
あ
云
つ
て
る
よ
。 

家
で
が
あ
が
あ
言
つ
て
る
よ
。

注
　
釈

工
場

　

東
京
砲
兵
工
廠
の
こ
と
。
明
治
四
年
か
ら
昭
和
八
年
ま
で
兵
器
を
製
造
す
る
た

め
に
置
か
れ
、
小
石
川
の
象
徴
と
も
な
っ
た
。『
東
京
百
年
史
』
第
三
巻
（
昭
54

年
、
ぎ
ょ
う
せ
い
）
に
よ
れ
ば
、
明
治
三
八
年
の
時
点
で
約
二
万
人
の
職
工
を
擁

し
、
内
二
三
〇
〇
人
が
女
性
で
あ
っ
た
。

小こ

石い
し
か
わ川

の
新し
ん
か
い開

道
路

　

小
石
川
は
東
京
府
の
小
日
向
台
地
の
東
麓
、
神
田
川
北
岸
に
位
置
す
る
地
域
。

現
在
の
文
京
区
に
含
ま
れ
る
。
新
開
道
路
は
荒
地
を
新
た
に
開
墾
し
て
作
ら
れ
た

道
の
こ
と
。

行
き
ゆ
き

　
「
行
き
行
く
」
の
連
用
形
で
、
ど
ん
ど
ん
行
く
こ
と
。

女
　

詩
の
内
容
か
ら
、
砲
兵
工
廠
か
ら
帰
宅
す
る
女
工
と
考
え
ら
れ
る
。

島
田

　

若
い
女
性
の
髪
型
の
一
種
。
島
田
と
い
う
名
称
は
、
江
戸
時
代
寛
文
年
間
に
東

海
道
島
田
宿
の
遊
女
た
ち
が
始
め
た
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
。
江
戸
時
代
を
通
じ

て
流
行
し
、
明
治
期
に
も
行
わ
れ
た
。

祝
言

　

結
婚
式
。
婚
礼
。　

六
時
の
笛

　

未
詳
。
仕
事
終
了
の
合
図
の
笛
か
。

餓
鬼

　

子
供
を
卑
し
め
て
い
う
語
。
粗
野
で
あ
け
す
け
な
下
層
社
会
の
家
庭
が
連
想
さ

れ
る
。

作
品
論

　

タ
イ
ト
ル
の
「
工
場
が
へ
り
」
に
よ
っ
て
登
場
人
物
の
場
面
が
示
さ
れ
、
詞
書

の
「
小
石
川
の
新
開
道
路
」
と
い
う
場
所
が
、
そ
し
て
「
女
た
ち
の
語
れ
る
」
か

ら
登
場
人
物
の
様
子
が
示
さ
れ
る
。
そ
の
上
で
、
登
場
人
物
の
会
話
そ
の
も
の
が

提
出
さ
れ
る
と
い
う
形
態
を
と
っ
て
い
る
詩
で
あ
る
。

　

第
一
の
女
が
、い
ま
ま
で
に
三
度
髪
を
結
っ
た
と
い
う
。「
十
六
の
時
」
と
「
祝

言
の
時
」
と
「
い
つ
か
、も
う
一
度
」。「
十
六
の
時
」
と
は
、古
く
か
ら
「
髪
上
げ
」

と
い
う
儀
式
が
あ
っ
た
よ
う
に
、
成
人
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
を
祝
っ
て
の
結
髪

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
祝
言
の
時
」
と
は
結
婚
式
の
と
き
の
こ
と
で
、
こ
れ
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一
五

は
い
ず
れ
も
こ
の
女
に
と
っ
て
過
去
の
こ
と
に
属
す
る
。
結
婚
ま
で
入
れ
て
二
度

し
か
島
田
に
結
っ
た
こ
と
が
な
い
こ
と
か
ら
す
る
と
、
島
田
が
若
い
娘
の
流
行
の

髪
型
で
あ
り
、
い
ま
結
婚
し
た
後
も
女
工
と
い
う
低
賃
金
労
働
者
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
貧
し
い
家
庭
で
育
ち
、
今
も
貧
し
い
暮
ら
し
を
し
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

そ
の
三
度
目
が
「
い
つ
か
、も
う
一
度
」
で
あ
り
、し
か
も
、会
話
の
冒
頭
で
、「
私

や
生
れ
て
三
度
島
田
を
結
つ
た
の
よ
」
と
、
過
去
の
こ
と
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
は
、「
い
つ
か
、
も
う
一
度
」
の
そ
の
時
が
何
時
な
の
か
、
こ
の
女

は
明
確
に
憶
え
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
こ
の
女
は
、

ま
だ
結
っ
て
い
な
い
「
い
つ
か
、
も
う
一
度
」
の
結
髪
を
、
も
う
結
っ
た
こ
と
と

し
て
意
識
の
中
に
取
り
込
み
、
そ
の
上
で
浮
か
れ
て
い
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な

の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
そ
の
よ
う
に
解
釈
し
て
み
た
い
。
と
す
れ
ば
、
だ
か
ら

こ
そ
、
こ
の
女
は
第
二
の
女
に
「
お
よ
し
な
さ
い
よ
、
阿
呆
ら
し
い
」
と
、
窘
め

ら
れ
る
こ
と
に
も
納
得
が
い
く
。

　

で
は
第
一
の
女
の
想
像
の
中
に
あ
る
「
い
つ
か
、
も
う
一
度
」
の
結
髪
と
は
な

ん
だ
ろ
う
か
。
島
田
が
若
い
女
の
髪
型
で
結
婚
前
の
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
る

と
、
も
う
一
度
結
婚
し
て
華
や
か
な
島
田
を
結
う
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
他

愛
も
な
い
夢
想
が
、
第
一
の
女
に
と
っ
て
は
貧
し
い
現
実
を
忘
れ
る
救
い
な
の
で

あ
る
。

　

さ
て
、
第
一
の
女
を
窘
め
た
第
二
の
女
で
あ
る
が
、「
私
だ
つ
て
も
」「
三
度
や

五
度
は
結
つ
て
る
」
と
、
第
一
の
女
よ
り
多
く
結
髪
し
て
い
る
こ
と
を
言
う
点
に

お
い
て
や
は
り
第
一
の
女
と
同
様
、
島
田
に
結
う
こ
と
を
自
慢
に
し
て
お
り
、
同

じ
よ
う
な
境
遇
の
女
で
あ
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
し
か
し
、
彼
女
は
第
一
の
女

よ
り
少
々
現
実
的
で
あ
る
。「
六
時
の
笛
」
を
聞
き
、
同
時
に
、
彼
女
た
ち
を
待
っ

て
い
る
子
供
た
ち
と
い
う
現
実
を
思
う
か
ら
で
あ
る
。

　

未
婚
の
娘
時
代
を
夢
見
る
女
と
そ
の
夢
は
過
去
の
も
の
と
打
ち
消
す
女
、
こ
の

二
人
の
女
に
少
々
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
娘
時
代
を
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か

彼
女
た
ち
の
現
実
は
癒
さ
れ
な
い
。

　
「
お
よ
し
な
さ
い
よ
、
阿
呆
ら
し
い
」
と
、
話
を
制
す
る
女
も
、「
阿
呆
ら
し
い
」

と
知
り
つ
つ
、
そ
れ
に
ち
ょ
っ
か
い
を
出
す
こ
と
で
、
工
場
で
の
過
酷
な
労
働
や

「
餓
鬼
ど
も
が
、家
で
が
あ
が
あ
云
つ
て
る
」よ
う
な
煩
わ
し
い
家
庭
の
現
実
か
ら
、

し
ば
し
逃
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。「
私
や
」
と
い
う
第
一
の
女
の
口
ぶ
り
、「
餓
鬼
ど

も
」
と
子
供
を
呼
ぶ
第
二
の
女
、
そ
の
ざ
っ
く
ば
ら
ん
な
も
の
い
い
の
中
に
こ
の

二
人
の
女
工
の
親
し
さ
と
快
活
さ
が
表
現
さ
れ
て
い
て
、
詩
の
空
気
は
風
通
し
が

い
い
。
詩
人
の
目
は
、
貧
し
い
女
工
に
対
し
て
温
か
い
と
と
も
に
、
冷
静
に
距
離

を
と
っ
て
も
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
　

本　

町　

通　

り

な
ん
ぼ
姿き
り
や
う色
が
自じ

慢ま
ん

で
も

ぞ
ろ
り
ぞ
ろ
り
と
日ひ

の
晝ひ
る
ま間

本ほ
ん
ち
や
う
町
の
大お
ほ
ど
ほ通
り
、

あ
ん
な
匹ひ
き

田だ

の
大お
ほ
も
　
や
う

模
様
、

他た
に
ん人

だ
け
れ
ど
汗あ
せ

が
出で

る
。



一
六

た
つ
た
若わ
か

い
時と
き

で
す
も
の
、

い
い
わ
、
構か
ま

は
な
い
と
も
、
わ
た
し
が
贔ひ
い
き屓

。（
以
上

Ⅲ.1910,

）

〔『
食
後
の
唄
』〕 

〔
初
出
未
詳
〕 

〔『
木
下
杢
太
郎
詩
集
』〕

二
行
目　

日ひ

の
晝ひ
る
間ま 

 

日し

の
晝し
る
間ま

三
行
目　

大お
ほ
ど
ほ通
り 

 

大
　
お
ほ
ど
ほ
り
通

四
行
目　

匹ひ
き
田だ 

 

匹し
つ
田た

七
行
目　

た
つ
た
若わ
か
い
時と
き
で
す
も
の
。  

だ
つ
て
わ
か
い
時と
き
ぢ
や
な
い
の
、

八
行
目　

わ
た
し
が
贔ひ
い
屓き 

 

あ
た
し
が
贔し
い
屓き

八
行
目　
（
以
上

Ⅲ.1910,

） 
 

な
し

注
　
釈

本
町
通
り

　

本
町
は
、
現
在
の
日
本
銀
行
（
日
本
橋
石
町
二
丁
目
）
か
ら
東
へ
昭
和
通
り
ま

で
の
地
域
。
本
町
通
り
は
浅
草
橋
に
通
じ
る
通
り
。
本
町
は
、
江
戸
期
に
は
呉
服

商
を
始
め
豪
商
が
集
ま
る
街
区
で
土
蔵
造
り
の
各
種
問
屋
が
店
舗
を
連
ね
た
。
明

治
期
に
は
銀
行
を
始
め
多
く
の
金
融
機
関
が
集
中
し
た
。

姿き
り

色ょ
う

　

顔
か
た
ち
。
容
姿
。
ま
た
は
そ
の
す
ぐ
れ
て
い
る
さ
ま
。

ぞ
ろ
り
ぞ
ろ
り

　

大
勢
が
ひ
と
つ
な
が
り
に
な
っ
て
ゆ
っ
く
り
続
い
て
い
く
さ
ま
を
言
う
が
、
こ

こ
で
は
だ
ら
し
な
い
感
じ
に
和
服
を
着
く
ず
し
て
い
る
さ
ま
。
ま
た
、
場
違
い
に

は
で
な
衣
装
を
着
て
い
る
さ
ま
を
言
う
。

日ひ

の
晝ひ
る

間ま

　

一
日
の
う
ち
の
朝
か
ら
夕
方
ま
で
の
時
間
。
こ
こ
で
は
一
日
の
う
ち
の「
晝
間
」

を
強
調
し
た
表
現
。
ま
っ
ぴ
る
ま
の
こ
と
。

匹ひ
き

田だ

　

ひ
っ
た
し
ぼ
り
（
匹
田
絞
、
疋
田
絞
）
の
略
語
。
絞
り
染
め
の
一
種
で
普
通
の

鹿
の
子
絞
に
比
べ
て
絞
り
が
四
角
形
で
、四
五
度
の
角
度
で
一
面
に
並
ん
だ
も
の
。

江
戸
期
に
全
盛
し
、
婦
女
子
の
衣
類
の
ぜ
い
た
く
と
し
て
、
天
和
三
年
に
は
「
鹿

の
子
法
度
」
が
出
さ
れ
た
。

作
品
論

　

人
通
り
の
多
い
昼
間
の
本
町
通
り
。
派
手
な
着
物
を
だ
ら
し
な
く
着
崩
し
て
若

い
娘
が
ど
う
ど
う
と
歩
い
て
い
る
。
そ
れ
を
見
て
あ
る
女
が
言
う
の
で
あ
る
。「
い

く
ら
容
姿
が
自
慢
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
常
識
の
な
い
こ
と
。
赤
の
他
人
だ
け
れ
ど

も
冷
や
汗
が
出
る
わ
」と
。そ
う
す
る
と
も
う
一
人
の
女
が
娘
を
擁
護
し
て
、「
だ
っ

て
若
い
時
で
す
も
の
。
多
少
の
常
識
は
ず
れ
で
も
、
い
い
じ
ゃ
な
い
の
。
私
は
応

援
す
る
わ
」
と
返
す
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
前
の
「
工
場
が
へ
り
」
と
同
じ
く
、
女

た
ち
の
他
愛
も
な
い
日
常
会
話
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
本
町
通
り
は
江
戸
時
代
か
ら
続
く
呉
服
商
な
ど
の
豪
商
が
店
を
並
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一
七

べ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
明
治
に
な
っ
て
周
辺
に
金
融
機
関
が
集
中
し
た
。
こ
の
繁

華
な
大
通
り
を
美
し
い
女
性
が
華
美
な
装
い
で
歩
い
て
い
く
。
そ
の
中
で
も
匹
田

の
鹿
の
子
絞
り
を
着
て
い
る
女
性
に
、女
が
目
を
と
め
る
。
そ
の
口
か
ら
出
た「
他

人
だ
け
れ
ど
汗
が
出
る
」
に
は
、
嫉
妬
、
羨
望
に
交
じ
っ
て
、
自
ら
も
こ
の
女
性

の
よ
う
に
装
っ
た
と
き
の
感
覚
の
追
体
験
、
擬
似
体
験
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
汗

は
冷
や
汗
の
こ
と
で
、
さ
ぞ
か
し
、
そ
の
華
美
さ
に
恥
じ
ら
い
を
持
つ
こ
と
だ
ろ

う
と
推
測
し
て
い
る
、
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
女
に
は
、
と
う
て
い
か
な
わ
な
い
望
み

で
あ
り
、
そ
こ
に
軽
い
哀
し
み
も
あ
る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
も
う
一
人
の
連
れ
の
女
は
「
若
い
時
」
だ
か
ら
「
贔
屓
」
に

し
て
あ
げ
る
と
言
う
。
こ
の
女
は
自
分
が
も
う
若
く
な
い
こ
と
を
安
全
弁
に
し
て

「
匹
田
の
大
模
様
」
の
女
性
を
弁
護
す
る
余
裕
を
見
せ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
他
人

だ
け
れ
ど
汗
が
出
る
」
と
言
っ
た
女
を
や
わ
ら
か
く
庇
う
感
覚
を
持
っ
て
い
て
、

軽
く
い
な
す
優
し
さ
を
秘
め
て
い
る
。

　

女
が
女
を
眼
差
す
視
線
、
こ
れ
を
ス
ケ
ッ
チ
風
に
と
ら
え
た
と
こ
ろ
に
こ
の
詩

人
の
細
や
か
に
し
て
、
し
か
も
対
象
に
溺
れ
な
い
抑
制
が
あ
る
。

　
「
八
百
屋
」「
鳥
屋
」「
工
場
が
へ
り
」「
本
町
通
り
」
の
四
編
は
、
い
ず
れ
も
下

町
の
、
と
り
た
て
て
何
と
い
う
こ
と
の
な
い
嘱
目
の
光
景
を
、
さ
ら
り
と
ス
ケ
ッ

チ
し
た
だ
け
の
短
詩
で
あ
る
が
、
た
だ
そ
れ
ら
が
詩
人
の
目
を
通
す
こ
と
で
、
何

と
も
哀
愁
に
満
ち
た
女
た
ち
の
世
界
が
見
事
に
表
出
さ
れ
て
い
る
。（

有
光　

隆
司
）



一
八

　
　

お
花
さ
ん

　

深ふ
か
が
は川

の
西せ
い
や
う洋

料れ
う
り理

の
二
階か
い

か
ら

　

お
花は
な

さ
ん
が
ま
た
大お
ほ
か
わ川

を
眺な
が

め
て
る
。

　

入い
り
ひ日
の
影か
げ

は
悲か
な

し
か
ろ
、

　

細ほ
そ

い
汽き
て
き笛

が
鳴な

い
て
来く

る
。

　

お
前ま
へ

が
ひ
と
り
悲か
な

し
ん
だ
と
て
、
歎な
げ

け
ば
と
て
。

　

つ
ぶ
れ
た
家う
ち

は
立た

ち
ま
せ
ん
。

　

あ
ん
ま
り
何な
に

し
て
粗そ
さ
う相

は
し
ま
い
こ
と
。

　　

明
治
四
十
三
年
二
月
、「
き
し
の
あ
か
し
や
」
名
で
『
ス
バ
ル
』
に
発
表
さ
れ

た
。「
町
の
小
唄
」
の
総
題
に
よ
り
「
林
檎
屋
の
小
娘
」「
夜
学
校
」「
道
の
あ
ち

こ
ち
」「
築
地
の
渡
し
」「
お
花
さ
ん
」
の
順
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。『
食
後
の
唄
』

（
大
8
・
12　

ア
ラ
ラ
ギ
発
行
所
）
の
「
町
の
小
唄
」
の
章
に
収
録
さ
れ
た
後
、『
木

下
杢
太
郎
詩
集
』（
昭
5
・
1　

第
一
書
房
）
で
は
、「
そ
の
家い
へ

の
女
ぢ
よ
ち
ゆ
う
も
の

中
物
に
躓つ
ま
づき

て
手て

な
る
盤さ
ら

を
落お
と

し
け
れ
ば
」
と
い
う
詞
書
を
添
え
た
形
で
、
同
じ
く
「
町
の
小

唄
」
の
章
に
収
め
ら
れ
た
。
初
出
は
パ
ラ
ル
ビ
。『
食
後
の
唄
』
は
総
ル
ビ
。『
木

下
杢
太
郎
詩
集
』
も
総
ル
ビ
。
異
同
は
次
の
通
り
。

 

〔『
食
後
の
唄
』〕 

〔
初
出
〕  

〔『
木
下
杢
太
郎
詩
集
』〕

　
　

2
行
目　

眺
め
て
る
。 

眺
め
て
る
。 

眺
め
て
る
よ
。

　
　

4
行
目　

汽
笛
が 

汽
笛
が 

汽
笛
も　

　
　

5
行
目　

歎
け
ば
と
て
。 

歎
け
ば
と
て
、 

歎
け
ば
と
て
、

　
　

6
行
目　

家う
ち  

家う
ち 

家い
へ

　
　

7
行
目　

何
し
て 

何
し
て
、 

何
し
て

注
　
釈

お
花
さ
ん　

西
洋
料
理
店
の
女
中
。

深
川
の
西
洋
料
理　

深
川
に
あ
る
西
洋
料
理
店
の
意
。
深
川
は
現
在
の
江
東
区
西

部
、
隅
田
川
河
口
東
岸
を
占
め
る
地
域
で
、
江
戸
慶
長
年
間
に
こ
の
地
を
開
発

し
た
と
い
う
深
川
八
郎
右
衛
門
の
名
に
ち
な
ん
だ
地
名
と
い
う
。
元
禄
期
に
新

大
橋
、
永
代
橋
が
架
橋
さ
れ
て
か
ら
物
資
の
集
散
地
、
木
材
供
給
地
と
し
て
発

展
し
、
ま
た
富
岡
八
幡
宮
門
前
の
岡
場
所
と
し
て
栄
え
、〈
粋
〉
で
鳴
る
辰
己

芸
者
の
気
風
で
知
ら
れ
る
下
町
で
あ
り
、
明
治
以
後
は
工
業
地
帯
と
し
て
開
発

が
進
ん
だ
が
、
な
お
江
戸
の
風
を
感
じ
さ
せ
る
土
地
柄
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。

　

杢
太
郎
の
「
東
京
の
河
岸
」
に
は
、「
同
じ
河
岸
で
も
深
川
は
ま
た
少
し
趣
が

違
ふ
と
思
ふ
。
深
川
は
ま
だ
余
程
江
戸
臭
い
。
現
に
不
動
さ
ん
の
縁
日
あ
た
り

に
歩
い
て
ゐ
る
風
俗
を
見
て
も
、
往
々
ど
う
や
ら
お
駒
さ
ん
め
い
た
、
お
ぼ
こ

し
い
艶
つ
ぽ
い
人
を
見
掛
け
る
や
う
だ
。
石
問
屋
や
、
材
木
屋
や
、
質
屋
な
ど

も
余
程
旧
劇
臭
い
。」（『
方
寸
』
明
40
・
10
）
と
あ
り
、
ま
た
、
小
説
「
河
岸

の
夜
」
に
は
、「
こ
の
迷
宮
の
よ
う
な
、
何
か
不
愉
快
な
、
そ
れ
で
懐
か
し
い

に
ほ
ひ
の
す
る
黙
阿
弥
情
調
の
河
岸
の
細
路
を
捨
て
て
、
ま
た
新
し
い
一
種
の

『
西
洋
料
理
』
へ
入
つ
て
行
つ
た
。
―
中
略
―　

狭
い
店
の
壁
に
は
『
祝
開
店
』
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一
九

と
書
い
た
小
さ
い
ビ
ラ
札
が
一
面
に
掛
つ
て
居
て
、
其
下
に
『
チ
キ
ン
カ
ツ
レ

ツ
、
鳥
の
あ
げ
物
、
十
八
銭
、
ビ
フ
テ
キ
、
焼
牛
、
十
五
銭
…
…
』
な
ど
と
か

い
た
細
長
い
紙
が
貼
ら
れ
て
あ
つ
た
。」
と
い
う
場
面
が
あ
る
。

　
　

な
お
「
深
川
の
西
洋
料
理
の
二
階
か
ら
」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
の
店
を

パ
ン
の
会
の
会
場
と
な
っ
た
永
代
亭
に
見
立
て
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
永
代

亭
は
永
代
橋
東
袂
の
深
川
佐
賀
町
河
岸
に
あ
っ
て
、
隅
田
川
最
下
流
の
河
口

風
景
を
臨
む
に
は
格
好
の
場
所
を
占
め
て
い
た
。
吉
井
勇
は
「
永
代
亭
は
、
や

は
り
木
下
杢
太
郎
君
が
『
パ
ン
の
会
』
の
会
場
と
し
て
探
し
て
来
た
も
の
で
あ

つ
て
、
永
代
橋
の
汽
船
発
着
所
の
直
ぐ
近
く
、
そ
の
入
り
口
は
切
符
発
売
口
と

並
ん
で
い
る
よ
う
な
、
如
何
に
も
深
川
ら
し
い
二
階
造
り
の
西
洋
料
理
屋
だ
つ

た
。」
と
回
想
し
て
い
る
（『
東
京
・
京
都
・
大
阪　

よ
き
日
古
き
日
』　

昭
和

29
・
11　

中
央
公
論
社
）。

大
川　

古
く
は
荒
川
の
千
住
よ
り
下
流
を
隅
田
川
、
両
国
よ
り
下
流
を
大
川
と
呼

ん
だ
ら
し
い
。
さ
ら
に
浅
草
近
辺
、
駒
形
近
辺
が
そ
れ
ぞ
れ
浅
草
川
、
宮
戸
川

と
称
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
。
槌
田
満
文
『
東
京
文
学
地
名
辞
典
』（
東

京
堂
出
版　

昭
53
・
2
）
に
よ
れ
ば
、
大
川
は
吾
妻
橋
附
近
よ
り
下
流
の
隅
田

川
の
通
称
で
あ
り
、
狭
義
に
は
矢
の
蔵
か
ら
新
大
橋
ま
で
の
浜
町
河
岸
（
中
央

区
浜
町
）
一
帯
だ
と
さ
れ
る
が
、
小
山
内
薫
の
小
説
「
大
川
端
」
の
舞
台
が
柳

橋
か
ら
中
洲
で
あ
る
よ
う
に
、
一
般
に
は
両
国
橋
附
近
か
ら
下
流
を
広
く
指
し

た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
明
治
四
十
年
調
査
の
『
東
京
市
深
川
区
全
図
』
で
は

永
代
橋
の
直
ぐ
下
流
に
渡
し
が
あ
り
、「
大
川
口
ノ
渡
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

入
日
の
影　
「
影
」
は
光
。『
近
代
詩
集
Ⅱ
』（
日
本
近
代
文
学
大
系
54　

角
川
書

店　

昭
48
・
10
）
の
川
村
政
敏
に
よ
る
頭
注
で
は
、「
西
洋
料
理
」
を
永
代
亭

と
見
な
し
、「
永
代
亭
か
ら
大
川
を
眺
め
る
と
、
西
に
面
し
て
入
日
に
向
か
う

こ
と
に
な
る
」
と
解
説
さ
れ
て
い
る
。

細
い
汽
笛　

船
が
鳴
ら
す
か
す
か
な
汽
笛
の
音
。「
東
京
の
河
岸
」
に
「
夕
風
に

汽
船
が
ボ
ー
ツ
と
汽
笛
を
残
し
て
ゆ
く
」（（『
方
寸
』
明
40
・
10
）
と
い
う
例

が
あ
る
が
、
日
暮
れ
と
船
の
汽
笛
の
組
み
合
わ
せ
に
は
、
お
の
ず
と
や
る
せ
な

さ
や
わ
び
し
さ
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。

つ
ぶ
れ
た
家　

破
産
し
た
家
の
意
味
か
。
お
花
さ
ん
の
実
家
の
こ
と
を
指
し
て
い

る
の
だ
ろ
う
。

何
し
て　
「
何
」
は
あ
る
事
柄
を
実
態
や
内
容
を
曖
昧
化
し
て
遠
ま
わ
し
に
指
示

す
る
代
名
詞
。「
何
し
て
」
は
下
町
ら
し
い
こ
と
ば
で
、
こ
こ
で
は
、「
く
よ
く

よ
思
い
悩
ん
で
」
の
意
。

粗
相　

し
く
じ
り
、
失
敗
な
ど
を
す
る
こ
と
。
前
述
の
よ
う
に
『
木
下
杢
太
郎
詩

集
』（
昭
5
・
1
）
で
は
、
こ
の
詩
に
「
そ
の
家
の
女
中
物
に
躓
き
て
手
な
る

盤
を
落
し
け
れ
ば
」
と
い
う
前
書
が
付
さ
れ
て
い
る
。

〈
作
品
論
〉「
お
花
さ
ん
」

　

隅
田
川
下
流
の
大
川
端
に
日
を
送
る
庶
民
生
活
を
ス
ケ
ッ
チ
し
た
詩
の
一
つ

で
、「
深ふ
か
が
は川

の
西せ
い
や
う洋

料れ
う
り理

の
二
階か
い

か
ら
」
と
い
う
書
き
出
し
に
は
、
杢
太
郎
自
身

が
「
ま
だ
余
程
江
戸
臭
い
」（「
東
京
の
川
岸
」）
と
し
た
典
型
的
な
下
町
と
、
ハ



二
〇

イ
カ
ラ
な
西
洋
料
理
店
と
い
う
取
り
合
わ
せ
の
面
白
さ
が
あ
る
。
店
は
隅
田
川
下

流
に
臨
む
位
置
を
占
め
て
い
て
、
そ
の
二
階
の
窓
か
ら
「
お
花は
な

さ
ん
が
ま
た
大お
お
か
は川

を
眺な
が

め
て
る
」。
そ
し
て
詩
の
主
体
は
そ
ん
な
彼
女
を
眺
め
て
い
る
と
い
う
の
が

詩
の
情
景
で
あ
る
。

　
〈
お
花
さ
ん
〉
と
い
う
若
い
女
中
が
仕
事
も
忘
れ
た
よ
う
に
大
川
を
眺
め
や
っ

て
い
る
光
景
は
お
の
ず
と
物
語
の
気
分
を
含
ん
だ
出
だ
し
で
、「
ま
た
」
と
い
う

こ
と
ば
で
そ
れ
が
こ
の
日
ご
ろ
よ
く
目
に
つ
く
姿
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
詩
の
主

体
が
そ
ん
な
彼
女
を
気
に
掛
け
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

次
の
「
入い
り
ひ日

の
影か
げ

は
悲か
な

し
か
ろ
、
／
細ほ
そ

い
汽き
て
き笛

が
鳴な

い
て
来く

る
。」
は
、
ぼ
ん

や
り
大
川
を
眺
め
や
っ
て
い
る
「
お
花
さ
ん
」
の
内
面
を
忖
度
し
、
そ
れ
に
寄
り

添
う
よ
う
な
詩
の
主
体
の
心
の
動
き
を
表
し
て
い
る
。
大
河
の
日
暮
れ
は
さ
び
し

く
悲
し
い
気
分
を
誘
い
、遠
い
船
の
汽
笛
も
泣
く
よ
う
に
聞
こ
え
て
や
る
瀬
な
い
。

「
お
前ま
へ

が
ひ
と
り
悲か
な

し
ん
だ
と
て
、歎な
げ

け
ば
と
て
。
つ
ぶ
れ
た
家う
ち

は
立た

ち
ま
せ
ん
。」

と
い
う
こ
と
ば
か
ら
〈
お
花
さ
ん
〉
の
身
の
上
が
想
像
さ
れ
る
。
実
家
は
破
産
し

た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
た
め
の
女
中
づ
と
め
な
の
か
も
知
れ
な
い
。
船
の
汽
笛
は

田
舎
か
ら
出
て
来
た
時
の
自
分
を
思
い
出
さ
せ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
奉
公
先
が

た
ま
た
ま
「
深
川
の
西
洋
料
理
」
で
あ
っ
た
と
い
う
め
ぐ
り
合
わ
せ
も
な
ん
と
な

し
に
悲
哀
の
思
い
を
感
じ
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
ん
な
〈
お
花
さ
ん
〉
に
「
お
前
」
と
呼
び
か
け
る
詩
の
主
体
は
、
大
川
を
眺

め
て
物
思
い
に
ふ
け
る
彼
女
の
心
に
寄
り
添
い
な
が
ら
、
身
に
降
り
か
か
っ
た

災
難
を
い
く
ら
歎
い
た
と
こ
ろ
で
仕
方
の
無
い
こ
と
、
そ
れ
で
事
態
が
変
わ
る
わ

け
で
も
な
い
と
諭
し
、
さ
ら
に
あ
ん
ま
り
く
よ
く
よ
思
い
悩
ん
で
い
て
仕
事
の
し

く
じ
り
な
ど
や
ら
か
す
で
な
い
よ
と
現
実
的
な
お
説
教
を
す
る
こ
と
で
切
り
上
げ

る
。
相
手
の
心
を
思
い
や
り
な
が
ら
の
切
返
し
に
よ
っ
て
べ
た
つ
か
な
い
同
情
の

あ
り
方
が
伝
わ
る
小
気
味
好
い
結
び
で
あ
る
。

　
『
近
代
詩
集
Ⅱ
』（
日
本
近
代
文
学
大
系
第
五
四
巻
、
昭
48
・
10
、
角
川
書
店
）

の
川
村
政
敏
に
よ
る
頭
注
に
は
、「
行
き
つ
け
の
西
洋
料
理
店
の
女
中
お
花
さ
ん

を
か
ら
か
い
な
が
ら
、
大
川
端
の
風
情
を
歌
っ
た
下
町
趣
味
の
小
曲
」
と
い
う
ま

と
め
が
あ
る
。
こ
れ
は
『
木
下
杢
太
郎
詩
集
』
の
テ
キ
ス
ト
に
「
そ
の
家
の
女
中

物
に
躓
き
て
手
な
る
盤
を
落
し
け
れ
ば
」
と
あ
る
詞
書
を
念
頭
に
置
い
た
読
み
だ

ろ
う
。
そ
う
し
た
詞
書
の
な
い
『
食
後
の
唄
』
の
テ
ク
ス
ト
で
は
詩
の
主
体
と
お

花
さ
ん
と
の
関
係
に
関
わ
る
読
み
の
自
由
度
が
大
き
い
。

　

詩
の
主
体
は
大
川
を
眺
め
て
い
る
〈
お
花
さ
ん
〉
の
姿
を
眺
め
る
人
物
と
し
て

登
場
す
る
。
こ
れ
が
こ
の
詩
の
基
本
的
な
絵
柄
で
あ
る
。
両
者
の
視
線
が
交
わ
ら

な
い
そ
の
位
置
関
係
か
ら
す
れ
ば
〈
お
花
さ
ん
〉
の
心
を
忖
度
し
た
言
葉
は
も
ち

ろ
ん
の
こ
と
、
そ
の
後
の
語
り
か
け
も
心
内
語
に
と
ど
ま
る
が
、
詞
書
が
な
け
れ

ば
主
体
が
客
で
あ
る
の
か
店
の
者
で
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
男
性
か
女
性
か
、
受

け
取
り
よ
う
は
読
者
に
任
さ
れ
て
い
る
。
む
ろ
ん
ま
な
ざ
し
の
主
体
を
杢
太
郎
自

身
と
見
て
も
よ
い
わ
け
だ
が
、「
あ
ん
ま
り
何
し
て
粗
相
は
し
ま
い
こ
と
」
と
釘

を
さ
す
結
び
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
女
性
の
口
調
で
あ
り
、
結
び
の
割
り
切
っ
た

結
び
方
と
合
わ
せ
て
、
下
町
の
物
語
に
ふ
さ
わ
し
い
登
場
人
物
を
お
の
ず
と
思
わ

せ
る
。
し
っ
か
り
し
て
思
い
や
り
も
あ
る
女
中
頭
の
よ
う
な
女
性
の
イ
メ
ー
ジ
で

あ
る
が
、
そ
れ
に
仮
託
し
た
こ
と
ば
に
よ
っ
て
こ
の
詩
は
対
象
を
見
下
ろ
す
視
線

を
全
く
感
じ
さ
せ
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
詩
の
主
体
は
お
花
さ
ん
に
直
接
語
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二
一

り
か
け
は
し
な
い
。
ま
な
ざ
し
は
一
定
の
距
離
を
保
ち
な
が
ら
対
象
と
親
和
し
よ

う
と
す
る
。
庶
民
の
世
界
に
対
す
る
そ
う
し
た
あ
り
方
が
杢
太
郎
詩
の
特
徴
で
あ

り
、
こ
の
詩
は
そ
れ
が
よ
く
見
て
取
れ
る
作
と
言
え
る
だ
ろ
う
。 

　
　

お
榮
さ
ん

　

雨あ
め

が
降ふ

つ
て
も
か
あ
り
か
り

　

風か
ぜ

が
吹ふ

い
て
も
か
あ
り
か
り
。

　

汽き
せ
ん船

問ど
ん
や屋

の
お
榮え
い

さ
ん

　

手て
が
み紙

書か

く
に
は
書か

い
た
け
ど

　

聞き

く
か
聞き

か
ぬ
か
氣き

に
か
ゝ
る
。

　

か
り
か
、
あ
か
り
か
、
ど
つ
こ
い
さ
の
さ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
以
上　

Ⅱ.1910.
）

　

初
出
不
詳
。『
食
後
の
唄
』（
大
8
・
12　

あ
ら
ら
ぎ
発
行
所
）「
町
の
小
唄
」

の
章
に
、「
林
檎
屋
の
小
娘
」「
夜
学
校
」「
窓
の
女
」「
道
の
あ
ち
こ
ち
」「
築
地

の
渡
し　

竝
序
」「
お
花
さ
ん
」「
お
榮
さ
ん
」
の
順
に
収
録
さ
れ
、
こ
の
詩
の
末

尾
に
（
以
上　

Ⅱ.1910.

）
と
い
う
日
付
が
記
さ
れ
て
い
る
。
明
治
四
十
三
年
二

月
制
作
と
考
え
る
べ
き
か
。『
食
後
の
唄
』
で
は
、『
ス
バ
ル
』（
明
43
・
2
）
に
「
町

の
小
唄
」の
総
題
で
発
表
さ
れ
た「
林
檎
屋
の
娘
」「
夜
学
校
」「
道
の
あ
ち
こ
ち
」「
築

地
の
渡
し
」「
お
花
さ
ん
」
に
、「
窓
の
女
」（
明
43
・
3
『
ス
バ
ル
』〈
続
町
の
小
唄
」）

と
本
詩
を
加
え
て
一
群
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。『
木
下
杢
太
郎
詩
集
』（
昭
5
・
1

　

第
一
書
房
）
で
は
同
じ
く
「
町
の
小
唄
」
の
章
に
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
順
序

は
入
れ
替
わ
っ
て
お
り
、
日
付
の
付
記
は
な
い
。『
食
後
の
唄
』
は
総
ル
ビ
。『
木

下
杢
太
郎
詩
集
』
も
総
ル
ビ
。
異
同
は
次
の
通
り
。

　
　
　
　
　
　
〔『
食
後
の
唄
』〕 

〔『
木
下
杢
太
郎
詩
集
』〕

　

1
行
目　
　

か
あ
り
か
り 

か
あ
り
か
り
。

　

3
行
目　
　

お
榮
さ
ん 

お
榮
さ
ん
、

　

4
行
目　
　

書
い
た
け
ど 

書
い
た
け
ど
、

　

5
行
目　
　

聞
く
か
聞
か
ぬ
か 

聴
く
か
聴
か
ぬ
か

　

5
行
目　
　

か
ゝ
る 

か
か
る

　

6
行
目　
　
か
り
か
、
あ
か
り
か
、
ど
つ
こ
い
さ
の
さ 

か
り
か
あ
か
り
か
ど
つ
こ
い
さ
の
さ

注
　
釈

雨
が
降
つ
て
も
か
あ
り
か
り
／
風
が
吹
い
て
も
か
あ
り
か
り

　

駄
菓
子
の
か
り
ん
糖
を
売
り
歩
く
人
の
呼
び
声
。
森
鷗
外
「
独
身
」（
明
43
・

1　
『
ス
バ
ル
』）
に
、「
そ
れ
か
ら
優
し
い
女
の
声
で
、『
か
り
か
あ
か
り
か
、
ど

つ
こ
い
さ
の
さ
』
と
、
節
を
付
け
て
呼
ん
で
通
る
の
が
聞
こ
え
る
。
植
物
採
集
に

持
つ
て
行
く
や
う
な
、
ブ
リ
キ
の
入
物
に
花
櫚
糖
を
入
れ
て
肩
に
掛
け
て
、
小
提

灯
を
持
つ
て
売
つ
て
歩
く
の
で
あ
る
。
伝
便
や
花
櫚
糖
売
は
、
い
つ
の
時
候
に
も

来
る
の
で
あ
る
が
、
夏
は
辻
占
売
な
ん
ぞ
の
方
が
耳
に
附
い
て
伝
便
の
鈴
の
音
、



二
二

花
櫚
糖
売
の
女
の
声
は
気
に
留
ら
な
い
の
で
あ
る
。」
と
い
う
一
節
が
あ
っ
て
、

こ
の
文
句
が
か
り
ん
糖
売
り
の
呼
び
声
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
仲
田
定
之

助
『
明
治
商
売
往
来
』（
昭
44
・
1　

靑
蛙
房
、
二
〇
〇
三
・
十
二　

筑
摩
学
芸

文
庫
）
に
は
、「
ベ
ル
を
鳴
ら
し
な
が
ら
、
駆
け
出
す
よ
う
に
し
て
、『
雨
が
降
っ

て
も
か
ァ
り
か
り
、
雪
が
降
っ
て
も
か
ァ
り
か
り
。
か
り
か
、
り
か
り
か
、
う
ん

と
こ
ど
っ
こ
い
し
ょ
」
と
威
勢
良
く
、
そ
し
て
早
口
に
叫
ん
で
く
る
男
が
あ
っ

た
。
肩
か
ら
植
物
採
集
用
の
胴
乱
を
下
げ
て
い
た
。
そ
の
中
に
商
売
物
の
駄
菓
子

が
入
っ
て
い
た
。
ひ
と
こ
ろ
毎
日
の
よ
う
に
や
っ
て
来
た
の
で
、
い
ま
の
幼
童
が

テ
レ
ビ
の
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
ソ
ン
グ
を
暗
記
す
る
よ
う
に
、
わ
た
し
も
こ
の
愉
快
な

音
律
の
「
か
り
か
、
り
か
、
り
か
…
…
」
を
よ
く
憶
え
て
い
る
。
し
か
し
一
度
も

買
っ
て
貰
っ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
、
ど
ん
な
菓
子
だ
っ
た
か
、
は
っ
き
り
分

か
ら
な
い
。
た
だ
歌
の
文
句
か
ら
想
像
し
て
、
私
は
花
林
糖
売
り
に
相
違
な
い
と

思
っ
て
い
る
。」（「
か
り
ん
糖
売
り
」）と
あ
る
。
な
お『
続　

明
治
商
売
往
来
』（
昭

45
・
11　

靑
蛙
房
）
で
は
、
明
治
の
東
京
下
町
を
流
す
物
売
り
の
声
の
記
憶
と
し

て
「『
雨
が
降
っ
て
も
カ
ー
リ
カ
リ
、
カ
リ
カ
、
リ
カ
リ
カ
、
ウ
ン
ト
コ
ド
ッ
コ

イ
シ
ョ
ウ
』
と
陽
気
な
調
子
で
、
歌
の
リ
フ
レ
ー
ン
を
唄
う
よ
う
に
し
て
駈
け
て

く
る
男
が
い
た
。
肩
か
ら
植
物
採
集
用
の
胴
乱
を
さ
げ
て
い
た
。
か
り
ん
糖
売
り

で
あ
っ
た
。」
と
書
か
れ
て
あ
る
。

　

中
田
の
か
り
ん
糖
売
り
に
関
す
る
記
憶
に
あ
る「
雨
が
降
っ
て
も
か
ァ
り
か
り
、

雪
が
降
っ
て
も
か
ァ
り
か
り
」
と
い
う
文
句
は
、
詩
の
出
だ
し
の
「
雨あ
め

が
降ふ

つ
て

も
か
あ
り
か
り　

風か
ぜ

が
吹ふ

い
て
も
か
あ
り
か
り
」
に
ほ
ぼ
通
じ
て
い
る
。
ま
た
結

び
の
「
か
り
か
、
あ
か
り
か
、
ど
つ
こ
い
さ
の
さ
」
は
「
独
身
」
の
売
り
声
を
読

点
で
切
っ
た
形
で
あ
る
。
地
方
や
売
り
手
に
よ
り
多
少
の
違
い
は
あ
っ
て
も
、
か

り
ん
糖
売
り
の
呼
び
声
の
決
ま
り
文
句
は
「
雨
が
降
っ
て
も
か
ァ
り
か
り
、
雪
が

降
っ
て
も
（
風
が
吹
い
て
も
）
か
ァ
り
か
り
。
か
り
か
、
り
か
り
か
、
う
ん
と
こ

ど
っ
こ
い
し
ょ（
か
り
か
あ
か
り
か
、ど
つ
こ
い
さ
の
さ
）」と
い
っ
た
も
の
で
あ
っ

た
の
だ
ろ
う
。

　

な
お
、
か
り
ん
糖
は
奈
良
時
代
に
唐
か
ら
原
型
が
伝
来
し
た
揚
げ
菓
子
で
、
江

戸
の
中
期
以
降
の
庶
民
に
親
し
ま
れ
る
駄
菓
子
と
し
て
広
ま
っ
た
。

汽
船
問
屋

　

汽
船
を
利
用
す
る
客
や
荷
物
を
扱
う
宿
。
回
船
問
屋
、汽
船
宿
と
も
呼
ば
れ
る
。

旅
客
の
さ
ま
ざ
ま
な
需
要
に
応
じ
る
商
売
で
あ
る
。
隅
田
川
下
流
の
下
町
は
旅
客

物
資
の
集
散
地
で
大
小
の
汽
船
問
屋
が
あ
っ
た
。

お
栄
さ
ん

　

汽
船
問
屋
の
娘
。

聞
く
か
聞
か
ぬ
か

　
「
聞
く
」
に
は
耳
に
聞
こ
え
る
意
の
他
に
人
の
言
う
こ
と
や
要
求
を
聞
き
入
れ

る
、
承
知
す
る
と
い
う
意
味
が
あ
り
、
こ
の
場
合
「
手
紙
で
言
っ
て
や
っ
た
こ
と

を
相
手
が
承
知
す
る
か
ど
う
か
」
と
い
う
意
味
に
な
る
。

か
り
か
、
あ
か
り
か
、
ど
つ
こ
い
さ
の
さ

　

か
り
ん
糖
売
り
の
呼
び
声
、
民
謡
風
の
囃
子
こ
と
ば
で
調
子
を
と
っ
て
切
り
上

げ
て
い
る
。
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作
品
論
「
お
榮え

い

さ
ん
」

　

全
六
行
の
短
い
詩
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
す
、
始
め
二
行
と
結
び
の
一
行
に
は

か
り
ん
糖
売
り
の
呼
び
声
の
文
句
が
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
引
か
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
杢
太
郎
自
身
の
案
出
に
よ
る
の
は
「
汽
船
問
屋
の
お
榮
さ
ん
／
手
紙
書
く
に
は

書
い
た
け
ど
／
聞
く
か
聞
か
ぬ
か
氣
に
か
ゝ
る
。」
と
い
う
部
分
の
み
と
考
え
ら

れ
る
。
囃
子
こ
と
ば
を
含
ん
だ
か
り
ん
糖
売
り
の
文
句
を
俗
謡
の
一
種
と
見
な
せ

ば
、
俗
謡
に
〈
汽
船
問
屋
の
お
榮
さ
ん
〉
の
挿
話
を
は
め
込
む
と
い
う
発
想
に
こ

の
詩
の
大
き
な
特
徴
が
あ
る
と
言
え
る
。「
お
夏
清
十
郎
」
で
も
杢
太
郎
は
同
様

の
手
法
を
見
せ
て
い
る
が
、
そ
ち
ら
の
場
合
は
杢
太
郎
自
身
に
よ
る
こ
と
ば
の
割

合
が
ず
っ
と
多
い
。
こ
の
作
で
は
文
字
通
り
ひ
と
刷
け
加
え
た
だ
け
で
あ
る
。

　

こ
の
詩
に
つ
い
て
は
、
野
田
宇
太
郎
に
「
か
り
ん
糖
ば
か
り
齧
つ
て
ゐ
る
下
町

の
汽
船
問
屋
の
娘
、お
榮
さ
ん
の
お
行
儀
の
悪
い
カ
リ
カ
チ
ュ
ア
で
あ
る
。」（『
パ

ン
の
会　

―
近
代
文
芸
青
春
史
研
究
―
』　

昭
24
・
7　

六
興
出
版
社
）
と
い
う

鑑
賞
が
あ
る
。「
雨
が
降
つ
て
も
か
あ
り
か
り
／
風
が
吹
い
て
も
か
あ
り
か
り
。」

と
い
う
か
り
ん
糖
売
り
の
擬
音
か
ら
、
雨
の
日
も
風
の
日
も
か
り
ん
糖
を
齧
っ
て

い
る
よ
う
な
娘
の
様
子
を
想
起
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。「
か
り
ん
糖
ば
か
り
齧

つ
て
ゐ
る
」
の
は
甘
や
か
さ
れ
て
育
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
お
行
儀
が
良
い
と
は
た

し
か
に
言
え
な
い
振
る
舞
い
で
あ
り
、
そ
ん
な
お
榮
さ
ん
の
姿
を
戯
画
化
し
た
詩

だ
と
い
う
理
解
で
あ
る
。

　

野
田
の
鑑
賞
で
問
題
な
の
は
「
手
紙
書
く
に
は
書
い
た
け
ど
／
聞
く
か
聞
か
ぬ

か
氣
に
か
ゝ
る
。」
と
い
う
句
が
読
み
に
ど
う
取
込
ま
れ
て
い
る
の
か
不
明
な
こ

と
で
あ
る
。
雨
の
日
も
風
の
日
も
、
か
り
ん
糖
を
齧
り
齧
り
何
日
も
か
か
っ
て
手

紙
を
書
き
あ
げ
た
と
考
え
れ
ば
一
応
の
脈
絡
は
つ
く
し
、「
カ
リ
カ
チ
ュ
ア
」
と

い
う
言
葉
が
あ
て
ら
れ
た
理
由
に
も
通
じ
る
よ
う
に
思
え
る
が
、
そ
れ
で
は
「
お

行
儀
」
が
悪
す
ぎ
て
か
え
っ
て
興
ざ
め
な
気
が
す
る
。
そ
れ
に
欠
点
を
誇
張
す
る

よ
う
な
ま
な
ざ
し
は
「
町
の
小
唄
」
の
詩
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
。
ま
た
「
聞
く
か
聞

か
ぬ
か
氣
に
か
ゝ
る
」
の
は
彼
女
に
と
っ
て
大
切
な
手
紙
だ
か
ら
だ
ろ
う
。
そ
ん

な
手
紙
を
か
り
ん
糖
を
食
べ
な
が
ら
書
い
た
と
は
や
や
想
像
し
に
く
い
。
別
の
発

想
に
よ
る
読
み
が
必
要
な
よ
う
で
あ
る
。

　

こ
の
詩
か
ら
確
か
に
読
み
取
れ
る
の
は
、
手
紙
を
書
い
て
そ
の
結
果
を
気
に
か

け
て
い
る〈
お
榮
さ
ん
〉が
い
る
と
い
う
こ
と
。
そ
し
て
そ
れ
を
詩
の
主
体
が
知
っ

て
い
る
と
い
う
事
情
だ
け
で
あ
る
。「
書
く
に
は
書
い
た
け
ど
」
と
い
う
の
だ
か

ら
苦
心
し
て
書
い
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
手
紙
を
出
し
た
後
、
こ
ん
ど
は
事

の
な
り
ゆ
き
が
気
が
か
り
な
〈
お
榮
さ
ん
〉
な
の
で
あ
る
。
詩
の
主
体
の
心
を
引

い
た
の
は
そ
ん
な
〈
お
榮
さ
ん
〉
の
様
子
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
か
り
ん
糖
ば
か

り
齧
っ
て
い
る
姿
で
は
あ
る
ま
い
。

　

か
り
ん
糖
売
り
の
文
句
に
含
ま
れ
た
擬
音
は
、
も
と
も
と
そ
れ
を
齧
る
音
に
擬

し
た
も
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
繰
り
返
し
た
出
だ
し
に
、「
汽
船
問
屋
の
お
榮
さ
ん
」

と
主
格
が
続
け
ば
、
お
の
ず
と
い
つ
見
て
も
か
り
ん
糖
を
齧
っ
て
い
る
娘
の
イ

メ
ー
ジ
が
生
じ
る
だ
ろ
う
。
読
者
に
〈
お
榮
さ
ん
〉
の
日
頃
の
様
子
を
思
わ
せ
る

仕
掛
け
と
い
え
る
が
、
そ
れ
は
い
わ
ば
前
奏
で
あ
り
、
作
者
に
よ
る
一
刷
け
は
そ

の
暢
気
な
イ
メ
ー
ジ
に
手
紙
の
首
尾
に
気
を
も
ん
で
い
る
彼
女
の
様
子
を
重
ね
て

見
せ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
〈
お
榮
さ
ん
〉
の
ダ
ブ
ル
イ
メ
ー
ジ
が
こ
の
詩



二
四

の
固
有
の
ま
な
ざ
し
の
感
触
を
生
み
出
し
て
い
る
。

　

詩
の
主
体
は
汽
船
問
屋
に
出
入
り
す
る
客
で
も
あ
ろ
う
か
、
そ
こ
の
娘
〈
お
榮

さ
ん
〉
は
か
り
ん
糖
が
大
好
き
で
い
つ
見
か
け
て
も
気
楽
そ
う
に
齧
っ
て
い
る
。

そ
ん
な
彼
女
が
こ
の
と
こ
ろ
ち
ょ
っ
と
変
だ
。
苦
心
し
て
手
紙
を
書
い
て
は
み
た

も
の
の
、今
度
は
受
け
取
っ
た
相
手
の
反
応
が
気
が
か
り
ら
し
い
。
い
つ
も
の〈
お

榮
さ
ん
〉に
似
合
わ
な
い
そ
ん
な
様
子
が
目
に
と
ま
っ
て
、同
情
し
な
が
ら
ち
ょ
っ

と
か
ら
か
っ
て
見
た
く
も
な
る
。
詩
の
主
体
の
気
持
ち
は
そ
ん
な
と
こ
ろ
だ
ろ
う

か
。

　

頼
み
事
か
恋
文
か
手
紙
の
中
身
は
不
明
だ
が
、「
聞
く
か
聞
か
ぬ
か
」
と
い
う

言
い
回
し
に
は
色
事
を
連
想
さ
せ
る
古
風
な
直
接
性
が
あ
る
。
小
唄
の
気
分
で
恋

文
と
解
釈
す
る
の
が
良
い
か
も
し
れ
な
い
。
相
手
の
出
方
が
気
が
か
り
な
彼
女
の

悩
み
は
い
じ
ら
し
い
が
、
下
町
に
は
よ
く
あ
る
小
さ
な
物
語
で
は
あ
る
。　

結
び

の
「
か
り
か
、あ
か
り
か
、ど
つ
こ
い
さ
の
さ
」
は
、森
鷗
外
の
「
独
身
」
に
「
そ

れ
か
ら
優
し
い
女
の
声
で
、『
か
り
か
あ
か
り
か
、
ど
つ
こ
い
さ
の
さ
』
と
、
節

を
附
け
て
呼
ん
で
通
る
の
が
聞
こ
え
る
」
と
描
写
さ
れ
て
い
る
花
櫚
糖
売
の
声
に

読
点
を
加
え
た
も
の
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
詩
は
初
出
不
明
だ
が
『
食
後
の
唄
』

で
は
「

Ⅱ.1910.

」
と
日
付
さ
れ
た
詩
群
の
中
に
置
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
詩

は
「
独
身
」
が
掲
載
さ
れ
た
翌
月
の
『
ス
バ
ル
』
に
発
表
さ
れ
て
お
り
、
時
期
的

に
見
て
鷗
外
の
小
説
が
こ
の
詩
の
モ
チ
ー
フ
に
関
係
し
て
い
た
可
能
性
は
高
い
。

と
も
あ
れ
読
点
に
よ
る
分
節
に
よ
っ
て
、「
聞
く
か
聞
か
ぬ
か
」
と
の
共
鳴
性
が

目
に
つ
き
易
く
な
り
、〈
お
榮
さ
ん
〉
の
気
が
か
り
を
ひ
ょ
い
と
置
き
ざ
り
に
し

た
俗
謡
の
言
葉
遊
び
が
詩
に
も
た
ら
さ
れ
る
。
同
情
と
軽
い
突
き
放
し
の
気
分
を

と
も
な
っ
た
庶
民
へ
の
ま
な
ざ
し
を
よ
く
感
じ
さ
せ
る
詩
と
言
え
る
。

　

な
お
、
こ
の
詩
の
魅
力
の
一
つ
に
〈ka

〉
音
と
〈ki

〉
音
の
多
用
に
よ
っ
て
も

た
ら
さ
れ
る
韻
律
の
快
感
が
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
ど
の
行
に
も
そ
の

ど
ち
ら
か
の
音
を
含
ん
だ
こ
と
ば
が
あ
る
。〈
お
榮
さ
ん
〉
の
挿
話
の
舞
台
は
そ

の
内
容
か
ら
し
て
実
は
下
町
の
ど
こ
で
も
か
ま
わ
な
い
。「
汽
船
問
屋
」
が
選
ば

れ
た
の
も
韻
律
へ
の
配
慮
を
思
わ
せ
る
。
杢
太
郎
は
聴
覚
に
す
ぐ
れ
た
詩
人
で
、

こ
と
ば
の
音
や
響
き
そ
の
も
の
の
快
味
を
表
現
し
よ
う
と
し
た
詩
が
少
な
く
な
い

が
、
そ
の
一
例
に
数
え
ら
れ
て
も
よ
い
作
品
で
あ
る
。

（
林　

廣
親
）
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五

　
　

幕　

間

　

雪ゆ
き

が
ふ
る
。　

ち
ら
ち
ら
と
。

　

幕ま
く
あ
ひ間

の
運う
ん
ど
う
ば

動
場
。

　

か
は
い
お
酌
の 

　

花
は
な
か
ん
ざ
し
簪
が
ち
ら
ち
ら
と
。

　
「
あ
れ
、
ま
た
、
今こ
ん
や夜
は
積つ
も

る
の
ね
え
。」

　

明
治
四
三
年
三
月
制
作
。
初
出
は
『
ス
バ
ル
』（
明
治
43
・
3
）。「
続
町
の
小
唄
」

の
総
題
、「
き
し
の
あ
か
し
や
」
の
署
名
で
、「
窓
の
女
」「
幕
間
」「
ね
ざ
め
」「
八
百

屋
」「
と
も
子
」「
鳥
屋
」「
今
日
の
芝
居
」「
工
場
が
へ
り
」「
貫
一
」「
酒
の
入
荷
」

の
順
に
一
〇
篇
を
収
め
る
。
初
出
は
パ
ラ
ル
ビ
、『
食
後
の
唄
』
所
収
本
文
は
漢

数
字
を
除
い
て
総
ル
ビ
。
異
同
は
次
の
と
お
り
。

　
　
　
　
　
　
〔『
食
後
の
唄
』〕 

〔『
ス
バ
ル
』〕 

〔『
木
下
杢
太
郎
詩
集
』〕

1
連
1
行
目　

ふ
る
。　

ち
ら
ち
ら 

ふ
る
。
ち
ら
ち
ら 

ふ
る
。　

ち
ら
ち
ら

2
連
1
行
目　
「
あ
れ
、
ま
た
、 

『
あ
れ
、
ま
た
、 

「
あ
れ
ま
た

　
　

同　
　
　

ね
え
。」 

ね
え
。』 

ね
え
。」

注
　
釈

1
連
2
行
目　

幕
間　

芝
居
の
一
幕
の
終
了
後
、
次
の
幕
が
始
ま
る
ま
で
の
間
。

芝
居
の
休
憩
時
間
。
幕
の
内
。

1
連
2
行
目　

運
動
場　

こ
こ
は
、
劇
場
内
部
に
あ
る
、
観
客
が
自
由
に
行
き
来

で
き
る
散
歩
場
を
さ
す
。

　
　

森
鷗
外
「
欧
州
の
劇
場
」（
明
24
・
24
・
7
、
8
『
文
苑
』
に
「
さ
ゝ
の
舎

み
ど
り
」
の
署
名
で
掲
載
さ
れ
た
「
森
鷗
外
ぬ
し
の
別
墅
を
叩
く　

欧
州
劇
場

の
事
」
を
の
ち
に
解
題
）
に
次
の
一
節
が
あ
る
。

　

今
の
欧
州
の
劇
場
は
言
ふ
ま
で
も
な
く
、大
に
発
達
し
た
る
も
の
な
り
。

見
物
人
の
居
所
は
、
日
本
芝
居
の
桟
敷
に
あ
た
る
所
を
五
段
に
作
り
た
る

を
「
ロ
オ
ジ
ユ
」
と
名
く
。（
中
略
）

　
「
ロ
オ
ジ
ユ
」
に
は
、
一
間
毎
に
戸
を
設
け
、
後
の
廊
下
よ
り
入
る
。

そ
の
廊
下
の
落
ち
合
う
処
に
、
い
と
広
や
か
な
る
散
歩
所
あ
り
。「
フ
オ

エ
エ
」
と
い
ふ
。
幕
の
間
に
は
上
流
の
観
客
此
処
に
出
で
隊
を
組
み
て
散

歩
す
。
相
識
の
人
の
寒
暖
を
叙
す
る
も
此
処
な
り
。

　
　
「
フ
オ
エ
エ
」
は
、「
ホ
ワ
イ
エ
（foyer

）」
す
な
わ
ち
、
観
客
休
憩
室
の
意

で
あ
ろ
う
。
通
常
は
劇
場
建
築
内
に
し
つ
ら
え
ら
れ
る
が
、
バ
イ
ロ
イ
ト
祝
祭

劇
場
の
よ
う
に
、屋
外
に
ホ
ワ
イ
エ
を
設
け
る
場
合
も
あ
る
（
清
水
裕
之
『
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
劇
場
』〔
平
6
・
2
、
丸
善
〕
参
照
）。



二
六

　
　

鷗
外
「
青
年
」（
明
43
・
3
～
44
・
8
）
の
第
九
章
、
有
楽
座
で
の
「
ジ
ョ
ン
・

ガ
ブ
リ
エ
ル
・
ボ
ル
ク
マ
ン
」
上
演
の
場
面
に
、
純
一
と
大
村
の
次
の
よ
う
な

会
話
が
あ
る
。

「
こ
れ
程
立
派
な
劇
場
で
す
か
ら
、foyer

と
で
も
云
つ
た
や
う
な
散
歩
場

も
出
来
て
ゐ
る
で
せ
う
ね
。」

「
出
来
て
ゐ
な
い
の
で
す
よ
。
先
づ
此
の
廊
下
あ
た
り
が
フ
ォ
ア
イ
エ
エ

に
な
つ
て
ゐ
る
。
広
い
場
所
も
あ
つ
ち
に
あ
る
が
、
食
堂
に
な
つ
て
ゐ
る

の
で
す
。
日
本
人
は
歩
い
た
り
話
し
た
り
す
る
よ
り
は
、
飲
食
を
す
る
方

を
好
く
か
ら
、
食
堂
を
広
く
取
る
や
う
に
な
る
の
で
せ
う
。」

　

純
洋
式
劇
場
で
あ
る
有
楽
座
の
開
場
は
明
治
四
一
年
で
あ
り
、
本
格
的
洋
式
劇

場
と
し
て
帝
国
劇
場
が
開
場
し
た
の
は
明
治
四
四
年
三
月
、
す
な
わ
ち
こ
の
詩
が

制
作
さ
れ
た
翌
年
の
こ
と
だ
が
、
明
治
五
年
一
〇
月
開
場
の
新
富
座
が
、
欧
化
主

義
の
影
響
下
で
劇
場
内
部
に
新
様
式
を
取
り
入
れ
外
国
人
席
を
設
け
る
な
ど
、
歌

舞
伎
劇
場
に
も
早
く
か
ら
洋
風
の
様
式
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
た
。
一
方
、
洋
風

劇
場
で
も
近
代
劇
だ
け
で
は
な
く
歌
舞
伎
劇
も
上
演
さ
れ
て
い
た
。永
井
荷
風「
或

劇
場
の
運
動
場
に
て
」（
明
43
・
11
、『
紅
茶
の
後
』
所
収
）
の
次
の
一
節
は
、「
運

動
場
」
を
も
つ
劇
場
で
「
古
い
狂
言
」
が
演
じ
ら
れ
て
い
た
例
で
あ
る
。

　
　

―
―
（
中
略
）
お
や
、
幕
が
明
い
た
や
う
で
す
。
中
へ
は
い
り
ま
せ
う
か
。

　
　

―
―
お
説
に
従
っ
て
、古
い
狂
言
は
ど
れ
だ
け
吾
々
を
退
屈
さ
せ
る
も
の
か
。

其
の
退
屈
さ
せ
る
程
度
に
趣
味
を
持
つ
て
忠
臣
蔵
を
見
物
し
ま
せ
う
。

さ
、
ど
う
ぞ
お
先
へ
。

　

ま
た
、
荷
風
「
芝
居
小
景
」（
明
44
・
10
、
同
前
）
中
の
一
節
「
中
幕
の
後
」

に
は
左
の
描
写
が
あ
る
。

　

い
つ
も
鎧
を
着
た
人
ば
か
り
、
時
に
は
馬
も
出
る
。
時
に
は
ま
た
焼
打
も

あ
る
一
番
目
に
つ
ゞ
い
て
、
昔
か
ら
な
る
人
情
の
嘆
き
を
歌
ふ
長
々
し
い

チ
ョ
ボ
の
出
語
り
に
、
昼
間
か
ら
瓦
斯
の
つ
い
た
芝
居
の
内
の
一
日
は
早
く

も
暮
れ
て
、
更
に
明
い
電
灯
の
光
の
間
か
ら
、
運う
ん
ど
う
ば

動
場
の
踏
板
越
し
に
御
茶

屋
の
屋
根
に
落
ち
か
か
る
真
暗
な
夜
の
大
空
を
、
ふ
と
見
て
驚
く
中
幕
の
後

の
心
持
…
…
。　
　
　
（
中
略
）

　

半
玉
は
い
つ
か
間
喰
ひ
に
も
つ
か
れ
て
、
た
ゞ
遣
瀬
な
げ
に
お
土
産
の
簪

を
弄
ぶ
時
、
今
ま
で
は
「
聞
い
て
御
挨
拶
」
の
電
話
に
幾
度
と
な
く
呼
び
立

て
ら
れ
て
た
抱
へ
の
若
い
女こ

も
、
漸
く
に
宵
の
座
敷
の
家
業
を
あ
き
ら
め
、

稍
お
ち
つ
き
顔
に
絵
番
付
を
見
直
す
時
、
ど
つ
し
り
と
下
つ
た
縫
箔
い
か
め

し
き
緞
帳
の
下
よ
り
、
意
気
な
魚
河
岸
の
引
幕
の
夜
風
に
波
を
打
ち
つ
ゝ
延

び
て
行
く
中
幕
の
後
の
心
持
。
二
番
目
の
前
の
心
持
…
…
。

　

場
内
に
満
ち
わ
た
る
潮
の
如
き
人
々
の
笑
ひ
声
と
話
し
声
、
何
と
な
く
幕

間
の
早
き
を
促
す
と
如
く
に
轟
き
、（
後
略
）

　
「
運
動
場
」
の
窓
越
し
に
戸
外
の
風
景
が
見
え
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
と
同
時

に
、
芝
居
の
客
の
う
ち
に
「
半
玉
」（
お
酌
）
の
芸
者
が
混
じ
る
幕
間
の
光
景
が

一
般
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

1
連
3
行
目　

か
は
い　

①
あ
わ
れ
で
同
情
を
さ
そ
う
さ
ま
。
か
わ
い
そ
う
。
ふ

び
ん
。
②
愛
ら
し
い
さ
ま
。
―
―
こ
の
詩
に
お
い
て
は
文
脈
に
よ
っ
て
上
記
二

義
の
い
ず
れ
の
読
み
も
可
能
で
あ
り
、
む
し
ろ
二
つ
の
意
味
が
重
層
し
て
い
る



木
下
杢
太
郎
『
食
後
の
唄
』
注
釈
・
作
品
論
（
８
）

二
七

と
考
え
ら
れ
る
。

1
連
3
行
目　

お
酌　

ま
だ
一
人
前
に
は
扱
わ
れ
な
い
、
玉
代
も
半
分
の
芸
者
。

東
京
周
辺
で
は
半
玉
、
京
阪
で
は
舞
子
の
別
称
が
あ
る
。
荷
風
「
冷
笑
」（
明

42
・
12
～
43
・
2
）
に
「
西
の
鶉
の
三
番
目
を
見
た
ま
へ
。
友
禅
染
の
雛お

し
や
く奴

が
三
人
か
た
ま
つ
て
居
る
で
せ
う
。」
と
い
う
一
節
が
あ
り
、
こ
こ
か
ら
も

「
雛お
し
や
く奴
」
と
芝
居
と
の
結
び
つ
き
の
深
さ
が
う
か
が
わ
れ
る
。

1
連
4
行
目　

花
簪　

造
花
や
金
銀
紙
の
短
冊
な
ど
を
つ
け
て
飾
っ
た
か
ん
ざ

し
。『
守
貞
漫
稿
』（
嘉
永
6
年
〔1853

〕
成
稿
、
明
41
刊
）
に
は
「
花
簪
は

市
中
の
処
女
十
二
三
歳
以
下
用
之
也
」
と
あ
り
、
二
葉
亭
四
迷
『
浮
雲
』（
明

20
・
6
～
22
・
8
）
に
「
薔
薇
の
花は

な
か
ん
ざ
し

掻
頭
で
ネ
」
と
い
う
用
例
が
あ
る
。

作
品
論
「
幕 

間
」

　

明
治
二
九
年
（
一
八
九
六
）、
西
欧
の
劇
場
建
築
の
影
響
を
受
け
た
最
初
の
劇

場
で
あ
る
川
上
座
（
神
田
三
崎
町
）
が
開
場
、
四
一
年
（
一
九
〇
八
）
に
は
純
洋

風
の
有
楽
座
、
四
四
年
（
一
九
一
一
）
に
は
帝
国
劇
場
が
開
場
す
る
な
ど
、
こ
の

詩
が
発
表
さ
れ
た
明
治
四
三
年
（
一
九
一
〇
）
前
後
は
劇
場
に
お
け
る
洋
風
構
造

の
導
入
期
に
あ
た
っ
て
い
た
。「
幕
間
」
の
舞
台
が
日
本
古
典
劇
の
た
め
の
劇
場

か
洋
風
劇
場
か
は
明
確
で
は
な
い
が
、「
運
動
場
」
を
も
つ
こ
と
か
ら
み
て
、
洋

風
劇
場
と
考
え
る
の
が
自
然
だ
ろ
う
。

　

思
い
思
い
に
幕
間
の
ひ
と
と
き
を
が
過
ご
す
「
運
動
場
」
の
群
衆
の
中
に
「
お

酌
」
が
お
り
、
詩
の
語
り
の
主
体
の
視
線
は
、
さ
ほ
ど
遠
く
な
い
距
離
か
ら
彼
女

の
姿
を
と
ら
え
て
い
る
。

　

冒
頭
か
ら
詩
の
全
体
を
包
む
「
雪
」
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
ま
ず
「
ち
ら
ち
ら
」
と

い
う
擬
態
語
の
共
通
性
に
よ
っ
て
、
お
酌
の
髪
に
揺
れ
る
「
花
簪
」
の
さ
ま
と
重

な
り
合
う
。
そ
こ
で
は
「
か
は
い
」
は
、
お
酌
自
身
や
、
そ
の
簪
の
形
容
と
し
て

愛
ら
し
い
美
を
と
ら
え
て
い
る
の
だ
が
、「
あ
れ
、
ま
た
、
今
夜
は
積
る
の
ね
え
。」

と
い
う
最
後
の
一
行
は
、
そ
う
し
た
雪
の
イ
メ
ー
ジ
に
一
種
哀
切
感
を
伴
っ
た
印

象
を
付
加
す
る
効
果
を
も
っ
て
い
る
。「
ま
た
」
と
い
う
語
は
、
こ
の
冬
す
で
に

何
度
か
の
積
雪
を
経
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
雪
を
楽
し
む
感
慨
は
お
そ
ら

く
そ
こ
に
は
な
い
。

　

こ
れ
が
お
酌
の
発
し
た
言
葉
か
ど
う
か
は
確
定
し
が
た
い
。
し
か
し
、
一
旦
お

酌
や
簪
に
重
ね
ら
れ
た
雪
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
感
慨
を
こ
め
た
こ
の
言
葉
に
よ
っ

て
、お
酌
の
イ
メ
ー
ジ
に
小
さ
な
変
容
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。
積
も
る
雪
と
、

そ
の
寒
さ
は
、「
か
は
い
」
と
い
う
語
義
に
、
か
す
か
な
悲
哀
の
情
調
を
重
ね
る

の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
文
脈
に
お
い
て
、
こ
の
つ
ぶ
や
き
は
、
お
酌
の
発
語
と
考

え
る
の
が
自
然
だ
が
、
そ
れ
も
ま
た
、
直
前
ま
で
演
じ
ら
れ
て
い
た
芝
居
の
雰
囲

気
を
反
映
し
た
、
幾
分
芝
居
が
か
っ
た
せ
り
ふ
と
し
て
と
ら
え
返
さ
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、詩
全
体
に
、あ
る
種
の
粋
な
軽
み
を
与
え
る
効
果
を
担
っ
て
も
い
る
。「
か

は
い
」
の
語
が
両
義
的
で
あ
る
よ
う
に
、
ま
だ
少
女
ら
し
さ
を
残
す
お
酌
の
う
い

う
い
し
い
愛
ら
し
さ
は
、
雪
に
ま
つ
わ
る
か
す
か
な
悲
哀
の
イ
メ
ー
ジ
を
伴
い
つ

つ
、
劇
場
空
間
の
一
角
に
、
小
さ
な
詩
的
空
間
を
作
り
上
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。



二
八

　
　

ね 

ざ 

め

　

信し
ん
じ
ん心

な
ん
ぞ
は
無な

い
ん
だ
が
―
―
い
つ
も
朝あ
さ

、

　

あ
の
鐘か
ね

の
音ね

と
お
経き
や
うの

声こ
ゑ

が
聞き
こ

え
る
と
、

　

で
も
ね
え
、
何
か
か
う
。

　

罪つ
み
ふ
か深

い
や
う
に
も
思お
も

ふ
の
よ
。

　

わ
た
し
や
よ
つ
程ぽ
ど

舊き
う
へ
い弊
ね
。

　

明
治
四
三
年
三
月
制
作
。
初
出
は
『
ス
バ
ル
』（
明
治
43
・
3
）。「
続
町
の
小
唄
」

の
総
題
、「
き
し
の
あ
か
し
や
」
の
署
名
で
、「
窓
の
女
」「
幕
間
」「
ね
ざ
め
」「
八
百

屋
」「
と
も
子
」「
鳥
屋
」「
今
日
の
芝
居
」「
工
場
が
へ
り
」「
貫
一
」「
酒
の
入
荷
」

の
順
に
一
〇
篇
を
収
め
る
。
初
出
は
パ
ラ
ル
ビ
、『
食
後
の
唄
』
所
収
本
文
は
漢

数
字
を
除
い
て
総
ル
ビ
。
異
同
は
次
の
と
お
り
。

　
　
　
　
　
　
〔『
食
後
の
唄
』〕 

〔『
ス
バ
ル
』〕 

〔『
木
下
杢
太
郎
詩
集
』〕

3
行
目　
　
　

何
か
か
う
。 

 

何
か
か
う 

何
か
か
う

5
行
目　
　
　

よ
つ
程ぽ
ど 

よ
つ
程ぽ
と  

よ
つ
ぽ
ど

注
　
釈

1
行
目　

信
心　

仏
教
語
。
一
般
に
、
三
宝
や
因
果
の
理
法
を
信
じ
る
こ
と
。
ま

た
浄
土
教
で
は
阿
弥
陀
仏
の
本
領
を
信
ず
る
こ
と
を
い
う
。『
岩
波
仏
教
辞
典
』

（
平
1
・
12
）
に
は
「
仏
の
教
え
を
信
じ
て
疑
わ
な
い
心
。
親
鸞
は
阿
弥
陀
仏

如
来
の
誓
い
を
聞
い
て
疑
う
心
の
な
い
こ
と
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
信
心

の
定
ま
る
時
往
生
も
ま
た
定
ま
り
、
成
仏
す
る
と
説
く
。
信
心
は
如
来
か
ら
与

え
ら
れ
る
も
の
で
、
信
心
が
得
ら
れ
る
の
は
、
わ
が
身
は
限
り
な
い
罪
悪
深
じ
ん
じ
ゆ
う重

の
凡
夫
で
あ
る
と
深
く
思
い
、
こ
う
し
た
罪
悪
の
か
た
ま
り
で
あ
る
か
ら
、
自

己
を
頼
み
と
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
自
己
放
棄=

他
力
を
頼
む
以
外
に
な
い
と

深
く
信
ず
る
心
を
持
つ
こ
と
で
あ
る
と
す
る
。」
と
あ
る
。「SH

IN
JIN

 

信
心

　

D
evotion, piety, faith

」（『
和
英
語
林
集
成
』
第
三
版
、
明
19
）

2
行
目　

鐘
の
音
と
お
経
の
声　

毎
朝
聞
こ
え
て
く
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
日
蓮

宗
に
お
い
て
題
目
（「
と
く
に
法
華
経
の
表
題
で
あ
る
〈
妙
法
蓮
華
経
〉
な
い

し
そ
れ
に
帰
依
す
る
意
の
〈
南
無
妙
法
蓮
華
経
〉
の
こ
と
を
い
う
」〔『
岩
波
仏

教
辞
典
』〕）
を
唱
え
る
「
唱
題
」
の
折
の
鐘
の
音
と
経
の
声
を
指
す
か
。

5
行
目　

舊
弊　

古
く
か
ら
の
習
慣
や
思
想
に
と
わ
ら
れ
て
い
る
さ
ま
。

「K
Y

U
H

EI 

旧
弊（furuki ashiki naraw

ashi

） O
ld and bad m

anners, 

custom
s, or w

ays.

」（『
和
英
語
林
集
成
』
第
三
版
）。「
わ
た
し
や
よ
つ
程
舊

弊
ね
。」
と
い
う
言
い
回
し
が
同
時
代
の
流
行
語
で
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ

る
。
二
葉
亭
四
迷
『
浮
雲
』
に
「
茶ち
や
だ
ち断
し
て
、
慈お
つ
か母
さ
ん
が
オ
ホ
ゝ
ゝ
。
慈
母

さ
ん
も
ま
だ
旧
弊
だ
事
ネ
ー
」
と
い
う
お
勢
の
言
葉
が
あ
り
、
ま
た
「
彼あ

の
方

こ
そ
旧
弊
の
人
身
御
供
に
お
上
り
な
す
つ
た
の
だ
か
ら
」（
木
下
尚
江
「
良
人

の
告
白
」
明
37
・
12
～
38
・
7
）、「
小
母
さ
ん
の
旧
弊
が
ま
た
始
ま
つ
た
」（
田
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二
九

山
花
袋
「
蒲
団
」
明
40
・
9
）
な
ど
の
用
例
も
み
ら
れ
る
。
こ
の
言
い
回
し
は

か
な
り
後
年
ま
で
引
き
継
が
れ
た
ら
し
く
、
た
と
え
ば
島
公
靖
の
プ
ロ
レ
タ
リ

ア
戯
曲
「
青
い
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
」（
昭
7
）
に
も
「
あ
ん
た
随
分
旧
へ
い
ね
え
。」

と
い
う
セ
リ
フ
が
あ
る
。

作
品
論
「
ね
ざ
め
」

　
「
町
の
小
唄
」
全
体
を
通
じ
て
と
ら
え
ら
れ
る
日
常
的
な
庶
民
感
覚
を
前
提
に

す
れ
ば
、
こ
の
詩
を
形
作
る
言
葉
は
町
家
の
娘
の
何
気
な
い
感
慨
と
と
ら
え
る
の

が
お
そ
ら
く
は
自
然
で
あ
り
、
ね
ざ
め
の
折
の
日
常
的
な
会
話
の
一
齣
と
み
る

べ
き
だ
ろ
う
。
心
内
語
と
も
読
め
な
く
は
な
い
が
、「
で
も
ね
え
…
…
思
ふ
の
よ
」

と
い
っ
た
表
現
は
具
体
的
な
対
象
に
向
け
た
発
話
と
考
え
る
方
が
自
然
で
あ
る
。

　
「
信
心
」
の
注
釈
に
あ
る
よ
う
に
、
本
来
の
信
心
は
、
自
己
の
「
罪
」
を
自
覚

す
る
と
こ
ろ
か
ら
発
す
る
。
こ
こ
で
の
「
罪
深
」
さ
に
も
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
意

味
を
背
後
に
負
い
つ
つ
、
宗
教
的
な
信
仰
と
は
無
縁
な
場
所
で
日
々
を
過
ご
し
て

い
る
こ
と
へ
の
か
す
か
な
う
し
ろ
め
た
さ
が
読
み
と
ら
れ
る
が
、「
信
心
な
ん
ぞ

は
無
い
ん
だ
が
」
と
い
う
語
が
率
直
に
示
す
よ
う
に
、
む
ろ
ん
そ
れ
と
て
深
刻
な

罪
障
感
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

　
「
よ
つ
程
舊
弊
」
と
自
ら
を
呼
ぶ
自
意
識
の
中
に
あ
る
の
も
、
そ
の
意
味
で
、

重
い
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
日
頃
「
信
心
な
ん
ぞ
は
無
い
」
に
も
か
か
わ
ら

ず
毎
朝
耳
に
す
る
観
経
の
音
に
「
何
か
か
う
」
と
い
う
漠
た
る
思
い
と
し
て
「
罪

深
」
さ
を
感
じ
て
し
ま
う
自
分
自
身
の
、
明
確
に
は
説
明
で
き
な
い
気
分
に
対
す

る
表
現
で
あ
り
、「
わ
た
し
や
よ
つ
程
舊
弊
ね
。」
と
い
う
幾
分
芝
居
が
か
っ
た
軽

妙
な
言
い
回
し
は
、
そ
う
し
た
気
分
を
巧
み
に
と
ら
え
て
い
る
。

　

他
方
、
そ
う
し
た
娘
の
あ
り
さ
ま
を
記
述
す
る
主
体
は
、
自
ら
を
「
舊
弊
」
と

意
味
づ
け
つ
つ
自
身
に
「
罪
深
」
さ
を
感
じ
る
よ
う
な
女
の
情
動
に
、
あ
る
種
の

共
感
と
魅
力
を
読
み
と
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
り
、
そ
の
共
感
と
、
対
象
と
の
距
離

と
の
微
妙
な
均
衡
が
、
こ
の
何
気
な
い
言
葉
を
詩
化
す
る
契
機
と
な
っ
て
い
る
。

　
「
わ
た
し
や
よ
つ
程
舊
弊
ね
。」
と
い
う
言
葉
は
「
舊
弊
」
さ
を
対
象
化
で
き
る

開
明
的
な
自
覚
を
前
提
に
す
る
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
自
ら
の
内
部
に
古
風
な
信

心
へ
の
傾
き
が
あ
る
こ
と
を
感
じ
と
っ
て
し
ま
う
、
そ
う
し
た
背
反
し
た
あ
り
よ

う
こ
そ
が
、
近
代
詩
人
の
目
に
映
じ
た
「
下
町
」
の
姿
で
あ
っ
た
と
い
え
る
か
も

し
れ
な
い
。

　
　
　

今
日
の
芝
居

　

今け

ふ日
の
芝し
ば
ゐ居

は
つ
い
ぞ
ま
だ

　

聞き

い
た
こ
と
の
な
い
外げ
だ
い題
、

　

筋す
ぢ

も
よ
う
は
覚お
ぼ

や
せ
な
ん
だ
が
、

　

西に
し

の
棧さ
じ
き敷

の
三
番ば
ん
め目

　

あ
の
姿す
が
たが
ま
だ
ち
ら
ち
ら
と
。

　

明
治
四
三
年
三
月
制
作
。
初
出
は
『
ス
バ
ル
』（
明
治
43
・
3
）。「
続
町
の
小
唄
」



三
〇

の
総
題
、「
き
し
の
あ
か
し
や
」
の
署
名
で
、「
窓
の
女
」「
幕
間
」「
ね
ざ
め
」「
八
百

屋
」「
と
も
子
」「
鳥
屋
」「
今
日
の
芝
居
」「
工
場
が
へ
り
」「
貫
一
」「
酒
の
入
荷
」

の
順
に
一
〇
篇
を
収
め
る
。
初
出
は
パ
ラ
ル
ビ
、『
食
後
の
唄
』
所
収
本
文
は
漢

数
字
を
除
い
て
総
ル
ビ
。
異
同
は
次
の
と
お
り
。

　
　
　
　
　
〔『
食
後
の
唄
』〕 

〔『
ス
バ
ル
』〕 

〔『
木
下
杢
太
郎
詩
集
』〕

1
行
目　
　
　

つ
い
ぞ 

つ
い
ぞ 

つ
ひ
ぞ

4
行
目　
　
　

三
番ば
ん
め目 
三
番
目
、  

三さ
ん
ば
ん
め
番
目

注
　
釈

1
行
目　

今
日
の
芝
居　
「
今
日
の
」
と
い
う
限
定
か
ら
す
れ
ば
、
詩
の
主
体
は
、

し
ば
し
ば
芝
居
見
物
に
出
掛
け
て
い
る
よ
う
だ
が
、た
ま
た
ま
「
今
日
の
芝
居
」

は
こ
れ
ま
で
と
は
違
っ
て
見
聞
き
し
た
こ
と
の
な
い
演
目
だ
っ
た
の
で
あ
り
、

そ
れ
が
、
末
尾
に
示
さ
れ
る
よ
う
な
、「
今
日
」
に
限
っ
た
、
あ
る
特
別
な
状

況
の
前
提
に
な
っ
て
い
る
。

2
行
目　

外
題　

歌
舞
伎
・
浄
瑠
璃
の
題
名
を
さ
す
上
方
言
葉
。
江
戸
で
は
名な
だ
い題

と
い
う
。『
和
英
語
林
集
成
』
第
三
版
に
は
「GED

A
I　

n. T
he nam

e, or 

title on the outside of a book:(...)shibai no --, the nam
e of a play. 

」
と

あ
る
。

3
行
目　

筋
も
よ
う
は
覚
や
せ
な
ん
だ　

芝
居
の
筋
も
よ
く
は
わ
か
な
ら
な
か
っ

た
。「
聞
い
た
こ
と
の
な
い
外
題
」の
芝
居
だ
っ
た
せ
い
も
あ
る
が
、一
方
で
は
、

「
西
の
棧
敷
の
三
番
目
」
の
人
物
に
気
を
取
ら
れ
て
い
た
た
め
で
も
あ
る
。

4
行
目　

西
の
棧
敷
の
三
番
目　
「
棧
敷
」
は
、
劇
場
な
ど
で
一
段
高
く
作
ら
れ

た
観
客
席
。
大
衆
席
で
あ
る
土
間
に
対
し
て
い
う
。

　
　

服
部
幸
雄
『
大
い
な
る
小
屋 

江
戸
歌
舞
伎
の
祝
祭
空
間
』（
平
凡
社
ラ
イ
ブ

ラ
リ
ー
、
平
6
・
3
）
に
、
江
戸
歌
舞
伎
の
桟
敷
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
さ

れ
て
い
る
。

桟
敷
は
高
級
な
る
特
別
見
物
席
で
あ
り
、
原
則
と
し
て
芝
居
茶
屋
を
経
て

入
場
す
る
上
客
だ
け
の
た
め
の
場
所
で
あ
っ
た
。　
　
（
中
略
）

成
立
期
の
女
歌
舞
伎
が
京
の
街
に
登
場
し
た
当
座
は
、
桟
敷
を
備
え
て
い

な
か
っ
た
。（
中
略
）
し
か
し
、
間
も
な
く
勧
進
猿
楽
に
な
ら
っ
た
桟
敷

が
作
ら
れ
た
。
初
期
に
は
ご
く
素
朴
な
も
の
で
、
高
く
し
つ
ら
え
た
一
層

式
で
あ
り
、
床
は
吹
抜
け
に
し
て
あ
っ
た
。
屋
根
の
あ
る
桟
敷
に
は
簾
や

幕
を
か
け
、
勾
欄
に
は
朱
の
毛
氈
を
か
け
て
飾
り
、
芝
居
に
対
し
て
高
級

の
見
物
席
で
あ
る
こ
と
を
誇
示
し
て
い
た
。
歌
舞
伎
劇
場
の
見
物
席
は
、

こ
う
し
て
高
級
な
桟
敷
と
一
般
の
芝
居
（
後
に
土
間
）
と
の
差
別
を
生
じ

た
の
で
あ
る
。

　

元
禄
に
な
っ
て
、桟
敷
は
二
層
式
に
な
り
、上う
え

桟
敷
（
二
階
桟
敷
と
も
）・

下し
た

桟
敷
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
正
徳
四
年
（
一
七
一
四
）
の
改
革

令
に
よ
っ
て
、
二
層
式
の
桟
敷
は
廃
さ
れ
、
一
時
旧
態
の
一
層
式
に
復
し

た
が
、
享
保
九
年
（
一
七
二
四
）
許
さ
れ
て
ふ
た
た
び
二
層
式
と
な
り
、

こ
の
形
式
が
近
代
ま
で
つ
づ
い
た
。
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三
一

　
　

ま
た
、
森
鷗
外
「
劇
場
の
大
さ
」（
明
30
・
6
〜
7
『
新
作
文
庫
』
に
「
森

林
太
郎
談
話
」
と
し
て
掲
載
）
に
西
欧
と
日
本
の
劇
場
の
規
模
に
関
す
る
記
述
が

あ
り
、「
有
合
せ
の
書
籍
か
ら
抜
い
て
集
め
た
」
日
本
の
劇
場
の
収
容
人
員
数
の

調
査
結
果
表
が
掲
出
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　

甲
、
大
劇
場
の
部	

　
　
　

乙
、
小
劇
場
の
部

　

右
の
表
に
よ
れ
ば
、
桟
敷
が
全
収
容
人
数
に
対
し
て
占
め
る
割
合
は
、
大
劇
場

で
約
二
〜
三
〇
％
、
小
劇
場
で
は
一
五
〜
二
〇
％
に
過
ぎ
ず
、
劇
場
中
で
も
特
別

な
席
で
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

　
「
西
の
棧
敷
の
三
番
目
」
は
、「
東
西
桟
敷
」
の
う
ち
西
側
の
桟
敷
の
、
舞
台
側

か
ら
数
え
て
三
番
目
の
席
を
指
す
の
だ
ろ
う
。
前
出
「
幕
間
」
の
注
釈
に
も
記
し

た
よ
う
に
、
荷
風
「
冷
笑
」
に
は
「
西
の
鶉
の
三
番
目
を
見
た
ま
へ
。
友
禅
染
の

雛お
し
や
く奴
が
三
人
か
た
ま
つ
て
居
る
で
せ
う
。」
と
い
う
一
節
が
あ
る
（「
鶉
」
は
、
上

下
二
段
あ
る
桟
敷
の
下
の
段
の
称
）。

　
『
大
い
な
る
小
屋
』（
前
掲
）に
は
、桟
敷
の
東
西
の
呼
称
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
あ
る
。

江
戸
で
は
、
三
座
（
引
用
者
注
―
中
村
座
・
市
村
座
・
守
田
座
）
が
猿
若
町
に

移
転
し
た
と
き
、
計
測
で
は
や
や
東
に
傾
い
て
い
た
が
ほ
ぼ
南
北
に
通
る
広

桟　

敷

土　

間

割
込
塲
一
幕
見

計

歌
舞
伎
座

二
階
一
〇
〇

下（
う
づ
ら
）

　
　

一
〇
〇

正
面
一
〇
〇

中
等
一
〇
〇

小
計
四
〇
〇

高
二
四
七

平
七
〇
五

中　

九
〇

一
〇
四
二
三
〇
〇
二
四
〇
一
九
八
二

市
村
座

二
階
上
等　

　
　

一
二
〇

正
面
一
八
〇

其
他
（
う
づ

ら
を
含
む
）

　
　

三
九
〇

小
計
六
九
〇　

八
一
五
三
九
三
三
一
八
二
二
一
六

青
木
座
小
計
二
一
〇　

四
八
四　

不
詳
五
一
三
二
五
一
八

都

座
東
西
一
七
六

正
面
一
八
〇

小
計
三
五
六

高
二
六
四

平
三
二
〇

五
八
四

二
三
五　

不
詳
一
二
三
五

東
京
座

小
計
四
二
一

高
三
六
〇

平
五
九
九

　

九
五
九
二
〇
九
三
七
一
一
九
六
〇

明
治
座　
　
　

不
詳　
　

同
上　

同
上　

同
上
一
六
〇
〇

棧　

敷

土　

間

割
込
塲

立
見
塲

計

淺
草
座
二
二
三

六
六
〇

四
二
〇

三
〇
〇

一
六
〇
四

深
川
座
三
四
四

四
五
六

四
五
三

二
七
〇

一
五
二
三

宮
戸
座
二
〇
四

六
三
一

一
四
五

二
一
〇

一
一
九
一

演
伎
座
三
五
六

五
八
四

三
三
五
　

不
詳
　
　

不
詳

榮

座
　

不
詳
　

同
上
　

同
上
　

同
上

一
四
五
〇

注：PDFでは、歌川豊国の図はとる。
印刷ではそのままでOK。



三
二

い
道
路
が
あ
り
、
三
座
は
そ
の
道
に
面
し
て
西
側
に
建
ち
並
ん
で
い
た
。（
中

略
）
と
す
れ
ば
、「
舞
台
の
上
手=

左=

北
、
下
手=

右=

南
」
で
な
く
て
は
な
ら

な
か
っ
た
。
し
か
し
、
三
座
は
江
戸
歌
舞
伎
の
伝
統
的
慣
習
と
し
て
、
二
丁
町

以
来
の
「
上
手=

左=

東
、下
手=

右=

西
」の
呼
称
を
そ
の
ま
ま
存
続
さ
せ
た
。

　

す
な
わ
ち
、
劇
場
の
建
築
の
方
位
に
関
係
な
く
、
舞
台
の
下
手
側
の
桟
敷
を
慣

習
的
に
「
西
の
桟
敷
」
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
平
凡
社
『
世
界
大
百
科
事
典
』
の
「
歌
舞
伎
」
の
項
（
服
部
幸
雄
執
筆
）

に
は
、「
作
品
に
よ
っ
て
は
、
東
の
方
に
あ
る
〈
東
の
あ
ゆ
み
〉
を
花
道
と
し
て
も

利
用
し
、〈
東
の
花
道
〉
と
呼
ば
れ
た
。
近
代
に
な
っ
て
、〈
本
花
道
〉
に
対
す
る

〈
仮
花
道
〉
の
称
も
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
ふ
だ
ん
は
設
け
て
い

な
い
東
の
花
道
を
、
と
く
に
仮
設
す
る
よ
う
に
な
っ
て
以
後
の
名
称
で
あ
る
。」
と

い
う
記
述
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、通
常
の
花
道
は
下
手
側
に
あ
り
、し
た
が
っ
て「
西

の
桟
敷
」
は
、
東
西
桟
敷
の
う
ち
、
花
道
に
近
い
側
の
桟
敷
席
に
あ
た
る
。

　

こ
の
詩
の
主
体
が
い
わ
ゆ
る
「
土
間
」
に
い
る
の
か
、
東
桟
敷
も
し
く
は
向
桟

敷
に
い
る
の
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
そ
の
い
ず
れ
に
せ
よ
、「
西
の
桟
敷
」
の

人
物
と
の
間
に
介
在
す
る
距
離
ゆ
え
の
憧
憬
が
表
出
さ
れ
て
い
る
と
み
て
よ
い
。

状
況
や
階
調
は
や
や
異
な
る
が
、『
食
後
の
唄
』
所
収
「
お
夏
清
十
郎
」
と
も
通

じ
る
構
図
を
も
つ
詩
で
あ
る
。

作
品
論
「
今
日
の
芝
居
」

　

こ
の
詩
の
主
体
が
ど
の
よ
う
な
人
物
で
あ
る
か
は
わ
か
ら
な
い
。「
筋
も
よ
う

は
覚
え
や
せ
な
ん
だ
が
」
と
い
う
言
い
回
し
か
ら
み
て
、
お
そ
ら
く
は
女
性
で
あ

ろ
う
と
い
う
推
測
は
な
さ
れ
る
が
、
そ
れ
を
確
定
す
る
だ
け
の
十
分
な
根
拠
を
こ

の
詩
は
示
さ
な
い
し
、そ
の
主
体
の
占
め
る
位
置
さ
え
十
分
に
具
体
的
で
は
な
い
。

　

わ
か
る
の
は
、
こ
の
主
体
が
桟
敷
の
あ
る
劇
場
の
中
に
身
を
置
き
つ
つ
、
西
側

の
桟
敷
に
い
る
あ
る
人
物
に
ひ
と
か
た
な
ら
ぬ
関
心
を
寄
せ
て
い
る
と
い
う
構
図

だ
け
で
あ
る
。

　
「
つ
ひ
ぞ
ま
だ
／
聞
い
た
こ
と
の
な
い
外
題
」
と
い
う
言
い
回
し
か
ら
す
れ
ば
、

こ
の
主
体
は
少
な
く
と
も
何
度
か
芝
居
小
屋
に
足
を
運
ん
で
い
る
は
ず
な
の
だ

が
、
今
日
は
偶
々
、「
聞
い
た
こ
と
の
な
い
」
外
題
だ
っ
た
。「
今
日
」
の
そ
の
特

殊
性
こ
そ
が
、
桟
敷
席
の
人
物
の
面
影
と
い
う
特
殊
な
イ
メ
ー
ジ
を
（
芝
居
の
印

象
に
代
わ
っ
て
）
与
え
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
対
象
と
の
距
離
が
も
た
ら
す

も
ど
か
し
さ
が
、
一
種
の
と
き
め
き
を
伴
っ
て
、
そ
の
日
の
そ
の
時
空
間
を
、
あ

る
特
別
な
も
の
に
異
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
前
掲
の
詩
「
幕
間
」
の
詩
的
主
体
が
あ
た
か
も
「
幕
間
の
運
動
場
」
に

居
合
わ
せ
る
よ
う
に
近
距
離
か
ら
お
酌
の
姿
を
写
し
取
っ
て
い
た
の
に
対
し
て
、

次
の
「
ね
ざ
め
」
で
は
実
体
を
も
た
な
い
眼
差
し
と
し
て
娘
の
発
話
を
と
ら
え
て

お
り
、
さ
ら
に
「
今
日
の
芝
居
」
で
は
娘
の
内
言
そ
の
も
の
が
提
示
さ
れ
る
、
と

い
う
よ
う
に
、
視
線
の
自
在
な
動
き
が
託
さ
れ
て
お
り
、「
町
の
小
唄
」
の
一
見

並
列
的
に
見
え
る
詩
群
の
中
に
、
あ
る
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
リ
ズ
ム
を
も
た
ら
す
こ

と
に
成
功
し
て
い
る
。

（
松
村　

友
視
）
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