
は
じ
め
に
 
 
 

（
1
）
 
 
 

津
田
左
右
吉
氏
が
、
『
文
学
に
現
は
れ
た
る
我
が
国
民
思
想
の
研
究
』
 
 

に
お
い
て
儒
教
思
想
は
、
学
問
と
し
て
書
物
を
通
じ
て
知
識
人
の
間
で
 
 

学
ば
れ
た
の
み
で
、
現
実
生
活
で
は
あ
ら
わ
れ
て
い
な
い
と
指
摘
し
た
 
 

よ
う
に
、
従
来
、
平
安
朝
物
語
に
儒
教
の
影
響
は
ほ
と
ん
ど
認
め
る
こ
 
 

と
が
で
き
な
い
と
さ
れ
て
き
た
。
 
 
 

し
か
し
、
近
年
に
な
っ
て
平
安
朝
物
語
に
お
け
る
儒
教
の
影
響
が
論
 
 

じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
『
源
氏
物
語
』
中
に
は
、
「
孝
」
と
い
う
語
 
 

が
七
例
、
「
孝
養
」
と
い
う
語
が
一
例
み
え
る
が
、
田
中
確
定
氏
に
よ
れ
 
 

ば
、
「
孝
」
の
三
例
が
生
前
の
親
に
仕
え
て
大
切
に
す
る
意
味
、
四
例
が
 
 

死
後
の
親
に
供
養
を
す
る
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
。
ま
た
、
 
 

「
「
須
磨
」
巻
以
降
、
光
源
氏
・
宋
雀
院
・
冷
泉
院
の
孝
が
物
語
の
展
開
 
 

と
密
接
な
関
わ
り
を
持
ち
、
孝
の
倫
理
が
大
き
く
物
語
の
表
面
に
出
て
 
 

き
て
い
る
」
と
、
司
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
孝
」
の
役
割
の
大
き
さ
を
 
 

（
2
）
 
 

論
じ
て
い
る
。
 
 

『
松
浦
官
物
語
』
に
現
わ
れ
る
「
孝
」
に
つ
い
て
 
 

朴
 
南
 
圭
 
 

ま
た
、
儒
教
の
根
本
思
想
で
あ
る
「
孝
」
の
視
点
か
ら
、
『
う
つ
ほ
物
 
 

語
』
『
落
窪
物
語
』
『
源
氏
物
語
』
な
ど
平
安
時
代
物
語
を
再
評
価
す
る
 
 

試
み
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
田
中
氏
は
、
『
源
氏
物
語
』
に
描
か
 
 

れ
て
い
る
不
孝
の
罪
意
識
に
、
儒
教
が
す
で
に
仏
教
と
融
合
し
て
い
た
 
 

こ
と
、
「
三
従
」
の
よ
う
に
生
活
思
想
に
密
着
し
て
い
た
こ
と
か
ら
儒
教
 
 

の
影
響
を
指
摘
し
て
い
璧
つ
ま
り
単
独
の
儒
教
思
想
を
、
平
安
朝
物
 
 

語
の
中
か
ら
抽
出
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
仏
教
と
融
合
し
た
形
、
 
 

道
徳
や
倫
理
と
し
て
の
儒
教
、
宗
教
性
ま
で
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 
 

本
考
で
は
、
「
孝
」
と
い
う
観
点
で
『
松
浦
官
物
語
』
の
主
人
公
と
母
 
 

宮
の
関
係
か
ら
、
物
語
に
お
け
る
孝
の
あ
ら
わ
れ
か
た
、
孝
が
物
語
に
 
 

ど
の
よ
う
に
か
か
わ
っ
て
い
る
か
を
考
え
て
み
る
。
 
 
 

一
『
松
浦
官
物
語
』
と
佐
用
姫
説
話
 
 

『
松
浦
官
物
語
』
の
内
容
と
題
号
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
は
、
三
 
 

角
洋
一
氏
が
、
主
筋
の
三
つ
の
恋
の
物
語
と
ほ
と
ん
ど
か
か
わ
り
な
い
 
 

母
宮
（
の
住
居
）
が
、
題
号
に
あ
ら
わ
れ
る
の
も
変
で
あ
る
が
『
御
津
 
 58   



と
あ
る
よ
う
に
、
母
音
は
自
ら
を
「
松
浦
佐
用
姫
」
 
に
準
え
て
い
る
。
 
 
 

そ
れ
ゆ
え
、
母
音
の
行
動
か
ら
「
松
浦
」
に
宮
を
造
る
と
い
う
背
景
 
 

と
、
母
音
が
自
身
を
準
え
た
「
松
浦
佐
用
姫
」
の
伝
説
に
つ
い
て
考
え
 
 

る
こ
と
に
す
る
。
 
 
 

肥
前
の
国
の
「
松
浦
」
は
、
地
理
的
に
大
陸
に
近
く
、
大
陸
交
通
の
 
 

の
浜
松
』
・
の
場
合
と
同
様
に
、
主
人
公
と
の
別
れ
を
悲
し
み
帰
国
を
心
 
 

待
ち
し
た
女
性
の
い
る
こ
と
を
暗
示
し
て
、
『
御
津
の
浜
松
』
の
面
影
を
 
 

か
す
め
た
題
号
に
し
た
と
見
る
な
ら
ば
、
適
当
な
命
名
で
あ
る
、
と
し
 
 

て
い
 
 
 

「
松
浦
宮
」
は
ま
た
、
そ
の
宮
に
住
ん
で
、
わ
が
子
の
帰
国
を
待
つ
 
 

母
宮
自
身
で
も
あ
る
。
本
文
に
お
け
る
「
松
浦
の
宮
」
は
、
母
宮
飛
鳥
 
 

の
皇
女
が
、
子
の
弁
少
将
が
達
磨
副
使
と
な
っ
て
出
国
す
る
の
に
先
立
 
 

っ
て
、
松
浦
の
山
に
宮
を
造
っ
た
、
そ
の
建
造
物
を
指
す
。
 
 
 

さ
ら
に
、
 
 

「
帰
り
た
ま
は
む
ま
で
は
、
そ
な
た
の
空
を
見
む
。
若
さ
老
い
た
る
 
 

と
な
き
浮
か
べ
る
身
の
、
遠
き
舟
路
に
さ
へ
漕
ぎ
離
れ
給
は
む
に
、
 
 

波
風
の
心
も
知
ら
ず
、
た
れ
も
む
な
し
く
あ
ひ
見
ぬ
身
と
な
ら
ば
、
 
 

や
が
て
そ
の
浦
に
身
を
と
ど
め
て
、
天
つ
領
巾
振
り
け
ん
例
と
も
 
 

な
り
な
ん
」
と
出
で
立
ち
た
ま
へ
ば
、
 
 

（
5
）
（
二
五
頁
）
 
 

玄
関
口
で
あ
り
、
遣
唐
使
の
時
代
を
想
起
さ
せ
る
地
名
で
あ
る
。
物
語
 
 

の
冒
頭
で
、
「
む
か
し
、
藤
原
の
宮
の
御
時
」
（
十
五
頁
）
と
時
代
を
設
 
 

定
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
時
代
も
場
所
も
ま
さ
に
遣
唐
使
の
イ
 
 

メ
ー
ジ
で
あ
る
。
 
 
 

物
語
の
内
容
は
、
達
磨
副
使
と
し
て
渡
唐
す
る
主
人
公
弁
少
将
の
唐
 
 

で
の
遍
歴
を
中
心
に
措
く
こ
と
に
な
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
「
松
浦
」
は
、
 
 

主
人
公
た
ち
が
唐
へ
と
出
国
す
る
場
所
と
な
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
 
 
 

萩
谷
朴
氏
は
、
「
母
皇
女
が
弁
少
将
の
帰
国
を
待
つ
こ
と
か
ら
こ
の
題
 
 

名
が
生
じ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
ば
作
品
全
体
の
構
想
に
は
さ
し
 
 

（
6
）
 
 

て
重
要
性
を
持
た
な
い
」
と
し
て
い
る
。
果
た
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
 
 
 

物
語
の
終
わ
り
に
、
主
人
公
の
帰
国
の
際
に
、
母
宮
と
の
松
浦
で
の
 
 

再
会
や
そ
の
後
の
日
本
で
の
栄
肇
を
予
期
さ
せ
る
結
末
ま
で
を
描
い
て
 
 

い
る
こ
と
か
ら
、
物
語
の
構
成
の
最
初
と
最
後
の
部
分
は
「
松
浦
」
と
 
 

い
う
イ
メ
ー
ジ
を
背
景
に
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
題
名
の
持
つ
意
味
 
 

が
物
語
の
冒
頭
部
分
の
み
に
終
わ
る
わ
け
で
は
な
い
。
 
 
 

先
に
引
用
し
た
母
宮
の
発
言
の
な
か
に
「
天
つ
領
巾
振
り
け
ん
た
め
 
 

し
」
と
あ
る
こ
と
は
、
松
浦
佐
用
姫
の
伝
説
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
㌍
 
 

母
宮
が
松
浦
佐
用
姫
の
よ
う
に
「
待
つ
」
人
と
な
っ
て
、
子
の
無
事
帰
 
 

国
を
祈
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 
 
 

松
浦
佐
用
姫
伝
説
と
は
、
『
日
本
書
紀
』
宣
化
二
年
条
、
欽
明
二
十
三
 
 

年
条
を
は
じ
め
、
『
肥
前
国
風
土
記
』
『
万
葉
集
』
『
古
事
記
』
に
載
る
と
 
 

こ
ろ
で
、
『
和
歌
童
蒙
抄
』
『
袖
中
抄
』
な
ど
歌
学
書
を
経
由
し
て
説
話
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と
、
大
伴
佐
提
比
古
が
藩
国
へ
出
征
し
、
残
さ
れ
た
松
浦
佐
用
姫
の
悲
 
 

し
み
を
描
い
て
お
り
、
こ
の
伝
説
は
悲
恋
評
と
し
て
流
布
し
、
『
万
葉
集
』
 
 

以
後
、
和
歌
に
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
母
宮
は
、
こ
の
よ
う
な
伝
 
 

説
を
背
景
と
し
て
、
松
浦
の
地
に
宮
を
造
り
、
悲
恋
の
主
人
公
佐
用
姫
 
 

の
よ
う
に
子
の
帰
国
を
待
つ
と
い
う
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
伝
説
に
お
い
て
は
佐
用
姫
は
再
会
の
た
 
 

め
に
 
「
待
つ
」
 
こ
と
と
、
招
魂
の
た
め
に
領
巾
を
振
る
、
と
い
う
二
つ
 
 

の
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
こ
れ
ら
に
お
い
て
は
松
浦
佐
用
姫
が
再
 
 

会
を
果
た
し
た
か
ど
う
か
結
末
は
書
か
れ
て
な
い
こ
と
が
注
意
さ
れ
、
類
 
 

（
9
）
 
 

話
の
多
く
も
そ
う
で
あ
る
。
母
宮
の
場
合
も
同
じ
く
、
帰
っ
て
こ
い
と
 
 

集
に
ま
で
引
用
さ
れ
、
『
万
葉
集
』
に
由
来
す
る
伝
説
の
中
で
も
っ
と
も
 
 

流
布
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
『
万
葉
集
』
巻
五
（
八
七
一
）
の
詞
書
に
 
 

は
、
 
 大

伴
佐
提
比
古
郎
子
、
ひ
と
り
朝
命
を
被
り
、
使
を
薄
国
に
奉
は
 
 

る
。
痛
棒
し
て
こ
こ
に
帰
き
、
や
く
や
く
に
蒼
披
に
赴
く
。
妾
松
 
 

浦
佐
用
姫
、
か
く
別
れ
の
易
き
こ
と
を
嗟
き
、
か
く
会
ひ
の
難
き
 
 

こ
と
を
欺
く
。
す
な
は
ち
高
き
山
の
嶺
に
登
り
、
離
り
去
く
船
を
 
 

造
望
し
、
憤
然
肝
を
断
ち
、
焉
然
魂
を
鏑
つ
。
つ
ひ
に
領
巾
を
脱
 
 

き
て
磨
る
。
傍
の
者
沸
を
流
さ
ず
と
い
ふ
こ
と
な
し
。
よ
り
て
こ
 
 

（
8
）
 
 

の
山
を
号
け
て
、
領
巾
魔
の
嶺
と
い
ふ
 
 

い
う
招
魂
儀
礼
に
も
と
づ
い
て
松
浦
に
赴
い
た
の
で
あ
り
、
母
音
は
、
も
 
 

し
子
が
帰
っ
て
釆
な
か
っ
た
ら
当
地
に
留
ま
り
、
領
巾
を
振
り
招
魂
し
 
 

つ
づ
け
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
 
 
 

古
代
の
航
海
技
術
か
ら
、
遣
唐
使
が
帰
国
し
な
い
例
も
あ
っ
た
。
だ
 
 

か
ら
母
音
は
、
自
分
自
身
の
悲
し
み
を
佐
用
姫
の
悲
し
い
心
境
に
た
と
 
 

え
る
と
と
も
に
、
現
実
的
に
宮
を
造
っ
て
、
不
幸
の
場
合
は
当
地
に
て
 
 

命
が
尽
き
る
ま
で
待
つ
と
い
う
覚
悟
を
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
 
 

る
。
 
 
 

弁
少
将
は
無
事
帰
国
し
、
松
浦
で
再
会
す
る
が
、
母
宮
は
そ
れ
ま
で
 
 

松
浦
の
地
の
宮
で
子
の
帰
り
を
ひ
た
す
ら
待
ち
続
け
て
い
た
。
 
 
 

母
宮
は
、
物
語
の
出
発
点
に
お
い
て
主
人
公
を
送
り
出
す
役
割
を
持
 
 

つ
の
み
な
ら
ず
、
子
の
帰
国
ま
で
を
見
守
る
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
ら
 
 

れ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
母
親
の
存
在
に
よ
っ
て
弁
少
将
は
帰
国
を
果
 
 

た
し
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
死
を
も
覚
悟
し
て
子
の
帰
り
を
待
つ
母
親
の
造
形
は
、
別
 
 

れ
に
際
し
て
紅
の
涙
を
流
し
た
『
う
つ
ほ
物
語
』
俊
蔭
巻
の
俊
蔭
の
母
 
 

を
、
な
お
い
っ
そ
う
強
調
し
た
か
た
ち
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

二
 
帰
国
の
運
命
の
子
 
 

で
は
、
弁
少
将
は
唐
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
心
境
に
あ
っ
た
だ
ろ
う
 
 

か
。
物
語
の
順
を
追
っ
て
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
 
 
 

唐
に
着
い
た
弁
少
将
は
唐
帝
か
ら
、
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と
反
乱
の
平
定
と
東
宮
を
託
さ
れ
、
帰
国
を
保
証
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
 
 

し
て
、
弁
少
将
は
、
武
器
を
扱
う
術
も
知
ら
な
い
と
申
し
上
げ
る
か
甲
 
 

斐
も
な
く
、
つ
い
に
御
門
は
崩
御
さ
れ
る
。
 
 
 

御
門
が
崩
御
さ
れ
る
と
、
予
言
通
り
反
乱
が
起
き
る
。
し
か
し
、
弁
 
 

少
将
は
日
本
の
住
吉
明
神
の
助
力
に
よ
っ
て
見
事
に
反
乱
を
平
定
す
る
 
 

の
で
あ
る
。
反
乱
が
収
ま
り
東
宮
が
即
位
す
る
と
、
残
る
の
は
帰
国
問
 
 

題
の
み
と
な
っ
た
。
弁
少
将
は
ひ
た
す
ら
帰
国
を
願
う
の
で
あ
る
が
、
先
 
 

例
に
よ
っ
て
、
遣
唐
使
と
し
て
派
遣
さ
れ
た
者
は
三
年
以
上
唐
に
滞
在
 
 

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
唐
で
官
位
を
さ
ず
 
 

け
ら
れ
た
者
が
帰
朝
す
る
例
が
な
い
こ
と
な
ど
を
理
由
に
、
臣
下
か
ら
 
 

反
対
の
声
が
あ
が
る
。
こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
反
対
者
の
挙
げ
た
二
 
 

つ
の
根
拠
が
史
実
に
あ
わ
な
い
と
の
指
摘
が
あ
攣
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
 
 

な
ぜ
こ
の
よ
う
な
意
見
を
盛
り
込
む
必
要
が
あ
っ
た
の
か
。
こ
の
意
見
 
 

は
後
の
、
「
誹
誇
の
木
」
の
条
に
よ
っ
て
も
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

あ
ら
ぬ
国
の
人
と
し
て
、
あ
ひ
見
る
日
数
少
な
け
れ
ど
、
汝
は
か
 
 

な
ら
ず
ひ
と
た
び
は
国
を
平
ら
ぐ
ペ
き
相
あ
り
。
我
こ
の
病
つ
ひ
 
 

に
怠
ら
ず
は
、
世
乱
れ
な
ん
と
す
。
汝
か
な
ら
ず
太
子
に
従
ひ
て
、
 
 

恐
れ
逃
る
る
心
な
か
れ
。
命
あ
や
ぶ
み
な
く
し
て
、
か
な
ら
ず
本
 
 

の
国
に
帰
る
ペ
し
。
思
ふ
ゆ
ゑ
あ
り
て
、
こ
の
こ
と
を
も
ら
し
つ
。
 
 

（
1
0
）
（
四
十
八
頁
）
 
 

少
将
の
帰
国
の
願
い
に
対
し
て
 
后
は
、
「
こ
れ
は
な
に
の
例
に
も
知
 
 

ら
ず
、
た
だ
思
は
ん
志
を
違
へ
じ
」
（
七
九
頁
）
と
語
っ
て
帰
国
を
許
す
 
 

の
で
あ
る
。
后
は
、
「
か
な
ら
ず
本
国
に
帰
る
願
い
深
く
し
て
、
こ
れ
を
 
 

妨
げ
ば
、
恩
を
知
る
本
意
に
背
く
べ
し
」
（
七
九
頁
）
と
、
別
れ
を
惜
し
み
 
 

引
き
と
ど
め
た
い
気
持
ち
を
言
う
。
 
 
 

少
将
は
、
「
ふ
た
り
の
親
の
思
ひ
ま
ど
ひ
し
志
、
ま
た
あ
ひ
見
ず
は
、
 
 

後
の
罪
さ
り
ど
こ
ろ
な
く
見
た
ま
へ
し
時
は
、
か
た
じ
け
な
き
御
あ
は
 
 

れ
び
あ
り
て
、
返
し
遣
は
さ
れ
ば
、
そ
の
命
尽
き
ぬ
先
に
あ
ひ
見
ん
ば
 
 

か
り
や
、
古
郷
に
向
か
ふ
喜
び
に
は
ペ
る
ペ
き
と
思
う
た
ま
へ
し
ゆ
ゑ
 
 

ひ
と
つ
に
こ
そ
ほ
ぺ
れ
」
（
八
二
頁
）
と
、
帰
国
を
望
ん
だ
唯
一
の
理
由
が
 
 

両
親
の
生
前
に
再
会
す
る
た
め
だ
と
言
う
。
続
い
て
「
ま
し
て
同
じ
世
 
 

の
生
を
か
へ
ず
は
、
お
の
づ
か
ら
頼
み
も
は
ペ
る
ペ
し
。
君
に
仕
う
ま
 
 

つ
る
道
、
疾
く
も
遅
く
も
、
わ
た
く
し
の
心
に
思
ひ
願
ふ
べ
き
こ
と
に
 
 

「
（
帰
国
を
許
す
こ
と
を
）
 
い
ま
行
な
は
る
る
が
ご
と
く
は
、
ひ
と
へ
に
 
 

朝
の
庇
と
あ
る
ぺ
し
」
（
九
九
頁
）
と
あ
る
。
 
 

ま
た
、
本
の
国
に
帰
る
こ
と
ば
、
我
が
勧
む
る
と
こ
ろ
に
あ
ら
ず
。
 
 

鬼
神
の
守
り
導
く
、
ゆ
ゑ
異
な
る
人
な
れ
ば
、
そ
の
志
を
破
ら
ば
、
 
 

い
よ
い
よ
恩
を
忘
る
ペ
し
。
我
、
も
と
よ
り
嘆
き
い
た
め
ど
、
ま
 
 

た
と
ど
め
む
謀
な
し
。
重
ね
て
謀
り
定
め
よ
」
 
 

（
一
〇
〇
～
一
〇
一
恵
）
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少
将
は
人
の
思
っ
て
い
る
こ
と
を
理
解
し
て
い
る
が
恋
の
苦
悶
で
ど
 
 

う
し
よ
う
も
な
い
で
い
る
。
 
 

も
は
ぺ
ら
ず
」
（
八
二
頁
）
と
い
い
、
ま
た
、
母
后
の
不
思
議
な
魅
力
に
 
 

心
を
引
か
れ
、
少
将
は
思
い
乱
れ
て
し
ま
う
。
 
 
 

帰
国
の
準
備
を
待
っ
て
い
る
少
将
は
、
母
后
へ
の
ひ
そ
か
な
想
い
と
 
 

帰
国
を
願
う
気
持
ち
と
で
複
雑
な
心
境
に
な
る
。
 
 

少
将
の
複
雑
な
心
境
を
反
映
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
、
帰
国
の
日
程
 
 

「
や
う
や
う
夏
の
う
ち
に
船
出
す
べ
き
よ
し
聞
こ
ゆ
る
を
、
う
れ
し
 
 

と
急
が
る
ぺ
き
道
な
れ
ど
、
い
ま
は
ま
た
、
ほ
の
か
に
見
え
し
影
 
 

の
み
忘
ら
れ
ず
、
悲
し
く
て
、
い
か
な
り
し
契
り
の
は
か
な
さ
と
 
 

だ
に
、
ま
た
あ
き
ら
め
ぬ
夢
な
が
ら
や
漕
ぎ
離
れ
な
む
と
思
ふ
に
、
 
 

ひ
き
か
へ
し
、
あ
ら
ぬ
涙
ぞ
色
変
り
ぬ
ぺ
き
。
と
ど
め
し
袖
の
移
 
 

り
香
に
つ
け
て
は
、
枕
定
め
む
か
た
も
な
く
、
い
か
に
寝
し
夜
の
 
 

悲
し
さ
の
、
身
を
せ
む
る
心
地
す
れ
ば
、
」
 
（
一
〇
二
頁
）
 
 

「
春
を
過
ぐ
し
て
と
聞
き
し
日
数
も
、
む
げ
に
残
り
な
く
な
り
ぬ
る
 
 

こ
そ
、
ま
た
い
つ
と
聞
か
む
月
日
を
だ
に
、
し
か
慣
ら
ひ
て
は
、
い
 
 

か
ば
か
り
待
ち
遠
に
お
ば
ゆ
ペ
き
を
、
か
く
て
止
み
な
む
こ
そ
言
 
 

ふ
か
ひ
な
け
れ
」
（
九
五
～
九
六
頁
）
 
 

同
じ
世
の
頼
み
を
だ
に
思
ひ
絶
え
な
ん
道
は
、
さ
し
も
急
が
れ
し
 
 

古
里
も
、
い
ま
さ
ら
に
た
ゆ
た
ふ
心
の
み
ま
さ
れ
ば
、
「
風
な
ど
常
 
 

に
静
ま
ら
ず
、
彼
の
上
も
い
か
が
」
な
ど
聞
く
に
こ
と
よ
せ
て
、
秋
 
 

を
待
つ
ペ
菖
に
定
ま
り
ぬ
れ
ば
、
い
く
ば
く
の
ほ
ど
な
ら
ね
ど
、
少
 
 

し
心
静
か
に
思
ひ
な
れ
ど
」
 
 

（
一
〇
七
頁
～
一
〇
八
頁
）
 
 

ま
た
、
後
に
展
開
さ
れ
る
、
し
よ
う
の
女
と
の
逢
瀬
で
も
、
弁
は
帰
国
 
 

か
滞
在
か
を
思
い
悩
む
の
で
あ
る
。
 
 
 

し
か
し
、
少
将
は
や
は
り
戻
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
の
背
景
は
何
 
 

で
あ
ろ
う
か
。
 
 

三
 
不
孝
の
子
俊
蔭
 
 

『
松
浦
官
物
語
』
 
の
主
人
公
の
人
物
造
形
が
『
う
つ
ほ
物
語
』
俊
蔭
 
 

V
邪
n
 
 

巻
に
影
響
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
す
で
に
指
摘
が
あ
る
。
 
 
 

清
原
俊
蔭
は
、
父
母
の
待
望
の
子
と
し
て
生
ま
れ
る
。
容
貌
や
学
問
 
 

は
順
調
に
進
ま
ず
、
冬
か
ら
春
夏
を
縫
て
秋
へ
と
延
期
さ
れ
て
し
ま
う
。
 
 

こ
の
延
期
の
決
定
で
少
将
の
心
が
少
し
安
静
を
得
た
と
い
う
表
現
を
み
 
 

る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
に
は
、
少
将
が
帰
国
よ
り
は
唐
に
と
ど
ま
り
 
 

た
い
と
い
う
気
持
ち
が
現
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
彼
は
母
后
に
心
ひ
 
 

か
れ
父
母
の
待
つ
日
本
へ
の
帰
国
を
た
め
ら
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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と
い
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
俊
蔭
は
、
 
 

「
父
母
の
慈
悲
深
か
っ
た
が
国
王
の
命
に
よ
っ
て
父
母
を
離
れ
た
。
出
国
 
 

の
時
に
 
「
な
ん
ぢ
、
不
孝
の
子
な
ら
ば
、
お
や
に
な
が
き
な
げ
き
を
あ
 
 

ら
せ
よ
。
孝
の
子
な
ら
ば
、
あ
さ
き
お
も
ひ
の
あ
さ
き
に
あ
ひ
む
か
へ
」
 
 

（
十
二
頁
）
と
い
わ
れ
た
の
に
こ
の
よ
う
に
長
く
留
ま
っ
て
い
る
。
自
分
 
 

は
不
孝
の
子
で
あ
る
。
せ
め
て
琴
を
聞
か
せ
て
父
母
の
命
を
延
ば
し
て
 
 

な
ど
あ
ら
ゆ
る
方
面
に
優
れ
、
父
母
は
そ
の
将
来
を
期
待
す
る
が
、
十
 
 

六
歳
の
と
き
、
朝
命
に
よ
り
遣
唐
使
と
な
っ
た
。
父
母
は
悲
し
み
血
の
 
 

涙
を
流
す
が
、
朝
命
で
あ
り
、
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
益
田
勝
 
 

実
氏
は
、
俊
蔭
誕
生
の
時
、
親
は
す
で
に
四
十
歳
前
後
で
あ
ろ
う
と
推
 
 

定
し
、
神
意
の
子
と
し
て
の
人
物
造
形
で
あ
る
と
す
 
 
 

以
下
し
ば
ら
く
、
俊
儀
の
漂
流
評
に
お
け
る
「
孝
」
を
語
る
場
面
を
 
 

拾
い
上
げ
、
「
孝
」
 
の
あ
ら
わ
れ
方
を
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
 
 
 

俊
蔭
は
遣
唐
使
と
し
て
出
航
す
る
が
、
嵐
に
遭
い
遭
難
し
て
し
ま
う
。
 
 

療
著
し
た
改
新
国
で
琴
の
音
に
誘
わ
れ
、
行
っ
た
山
で
阿
修
羅
に
出
会
 
 

う
。
阿
修
羅
は
、
 
 

「
こ
こ
に
来
た
こ
と
は
許
せ
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
日
本
の
国
に
、
 
 

「
に
ん
に
く
の
ち
ち
は
は
が
あ
る
」
と
言
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
許
す
。
 
 

速
や
か
に
帰
っ
て
、
自
分
の
た
め
に
大
般
若
経
を
供
養
せ
よ
」
（
十
 
 

二
頁
）
 
 

あ
げ
た
い
」
と
願
う
。
 
 
 

俊
蔭
は
こ
の
よ
う
に
、
そ
れ
ま
で
に
語
る
こ
と
の
な
か
っ
た
「
孝
」
を
 
 

阿
修
羅
に
向
か
っ
て
説
い
て
い
る
。
阿
修
羅
も
自
分
の
子
を
思
い
、
俊
 
 

蔭
を
許
す
こ
と
に
な
る
。
そ
の
後
、
天
女
、
天
人
、
仏
に
会
う
な
ど
の
 
 

遍
歴
を
経
て
、
改
新
国
の
国
王
に
帰
国
を
願
い
出
る
と
こ
ろ
で
、
「
日
本
 
 

に
歳
八
十
歳
な
る
父
母
侍
り
し
を
、
見
捨
て
て
ま
か
り
渡
り
に
卓
。
（
中
 
 

略
）
自
尊
か
ば
ね
を
だ
に
見
給
へ
む
」
と
て
な
む
急
ぎ
ま
か
る
ペ
き
」
（
一
 
 

九
頁
）
と
い
い
、
帰
国
を
許
さ
れ
る
。
 
 
 

よ
う
や
く
二
十
三
年
ぶ
り
、
三
十
九
歳
に
な
っ
て
帰
国
す
る
。
す
で
 
 

に
父
親
は
亡
く
な
っ
て
三
年
、
母
親
が
亡
く
な
っ
て
五
年
に
な
っ
た
年
 
 

で
あ
る
。
俊
蔭
は
嘆
い
た
が
甲
斐
も
な
く
「
三
年
の
け
う
」
（
一
九
頁
）
 
 

を
行
っ
た
。
こ
れ
で
不
孝
の
子
俊
蔭
と
親
と
の
話
ほ
終
わ
る
わ
け
で
あ
 
 

る
。
「
忌
服
令
」
に
よ
れ
ば
、
父
母
の
忌
は
十
三
ケ
月
と
な
っ
て
い
る
の
 
 

で
、
こ
こ
で
の
三
年
は
、
『
論
語
』
な
ど
の
「
三
年
之
喪
」
（
二
十
五
ケ
 
 

月
）
 
の
よ
う
に
儒
教
の
儀
礼
で
あ
る
。
三
年
の
喪
に
服
す
の
は
、
自
分
 
 

の
不
孝
に
よ
っ
て
父
母
と
生
き
て
再
会
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
 
 

と
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

俊
蔭
は
、
国
王
の
命
令
と
い
う
不
可
抗
力
に
よ
る
不
孝
を
後
悔
し
、
帰
 
 

国
し
て
後
に
、
朝
廷
の
意
向
に
従
わ
ず
官
位
を
辞
退
し
て
い
る
。
こ
れ
 
 

に
つ
い
て
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
い
え
よ
う
。
 
 
 

以
上
を
要
約
す
る
と
、
俊
蔭
は
恐
ろ
し
い
阿
修
羅
に
対
し
て
孝
心
を
 
 

説
き
、
孝
の
実
現
の
た
め
に
帰
国
を
願
う
。
阿
修
羅
と
天
女
、
仏
ま
で
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と
あ
る
。
す
な
わ
ち
儒
教
の
「
孝
」
は
、
現
実
に
お
け
る
敬
愛
、
死
後
 
 

の
祖
先
祭
祀
、
子
孫
の
繁
栄
の
三
つ
か
ら
な
り
、
特
に
、
子
孫
を
持
つ
 
 

こ
と
ば
重
要
な
意
味
を
持
つ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

儒
教
は
、
古
代
中
国
人
の
死
生
観
に
基
づ
く
宗
教
性
と
、
そ
の
宗
教
 
 

が
子
を
思
う
気
持
ち
が
あ
り
、
俊
蔭
の
孝
に
共
感
し
て
い
る
。
し
か
し
、
 
 

国
王
の
命
令
に
よ
る
出
国
で
生
前
に
父
母
に
再
び
会
う
こ
と
ば
叶
わ
な
 
 

か
っ
た
。
生
前
に
孝
行
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
悔
や
ん
で
三
年
の
喪
に
 
 

服
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
孝
を
め
ぐ
る
思
念
が
い
か
に
大
童
か
 
 

っ
た
か
は
歴
然
と
し
て
い
る
。
 
 

4
『
松
浦
官
物
語
』
の
孝
 
 

孝
に
つ
い
て
加
地
伸
行
氏
が
ま
と
め
て
い
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
 
 

祖
先
は
過
去
で
あ
り
、
子
孫
は
未
来
で
あ
る
。
そ
の
過
去
と
未
来
 
 

と
を
つ
な
ぐ
中
間
に
現
在
が
あ
り
、
現
在
は
現
実
の
親
子
に
な
っ
 
 

て
表
さ
れ
る
。
親
は
将
来
の
祖
先
で
あ
り
、
子
は
将
来
の
子
孫
の
 
 

出
発
点
で
あ
る
。
だ
か
ら
子
の
親
に
対
す
る
関
係
は
、
子
孫
の
祖
 
 

先
に
対
す
る
関
係
で
あ
る
。
そ
こ
で
儒
教
は
、
一
、
祖
先
祭
祀
を
 
 

す
る
こ
と
、
二
、
現
実
の
家
庭
に
お
い
て
子
が
親
を
愛
し
、
か
つ
 
 

敬
う
こ
と
。
す
な
わ
ち
敬
愛
す
る
こ
と
、
三
、
子
孫
一
族
が
続
く
 
 

こ
と
、
こ
の
三
者
を
併
せ
て
「
孝
」
と
表
現
し
た
の
で
あ
撃
 
 

性
を
基
盤
と
し
た
実
生
活
に
お
け
る
道
徳
性
の
二
面
性
を
有
し
て
お
り
、
 
 

宗
教
と
し
て
の
儒
教
は
、
招
魂
再
生
に
よ
る
祖
先
祭
祀
を
基
底
と
し
て
 
 

い
る
。
こ
の
よ
う
な
儒
教
の
思
想
は
、
平
安
時
代
の
物
語
に
お
け
る
登
 
 

場
人
物
や
物
語
の
展
開
に
お
け
る
準
拠
と
し
て
深
い
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
 
 
 

『
松
浦
官
物
譜
』
の
孝
は
、
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
親
と
生
前
に
再
会
で
 
 

卓
ず
に
無
念
な
思
い
巻
し
た
主
人
公
像
か
ら
抜
け
出
る
ペ
く
位
置
づ
け
 
 

ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
母
宮
が
自
ら
を
佐
用
姫
に
準
え
て
、
わ
ざ
わ
ざ
 
 

松
浦
に
宮
を
造
り
「
領
巾
振
り
け
ん
た
め
し
」
を
演
じ
る
の
は
、
そ
の
 
 

場
所
が
再
会
の
地
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
 
 
 

『
う
つ
ほ
』
で
「
孝
の
子
」
と
し
て
出
生
し
た
俊
蔭
が
、
父
母
と
再
 
 

会
で
重
な
か
っ
た
こ
と
は
不
孝
で
あ
る
が
、
彼
は
後
に
「
三
年
の
け
う
」
 
 

を
し
て
い
る
。
対
し
て
『
松
浦
宮
』
で
は
、
弁
少
将
は
母
宮
と
再
会
す
 
 

る
の
み
な
ら
ず
「
家
」
の
存
続
と
い
う
、
も
っ
と
も
重
要
な
「
孝
」
を
 
 

実
践
し
て
い
る
。
 
 
 

俊
蔭
と
同
じ
く
、
弁
少
将
も
、
た
だ
ひ
と
り
申
し
子
の
よ
う
な
存
在
 
 

と
し
て
出
生
し
て
い
た
。
容
貌
・
才
能
ど
れ
を
と
っ
て
も
す
ぐ
れ
、
将
 
 

来
を
期
待
さ
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
。
朝
命
に
よ
っ
て
遣
唐
使
に
任
命
さ
 
 

れ
、
父
母
と
別
れ
た
が
、
一
方
は
父
母
が
子
の
帰
国
を
待
た
ず
に
亡
く
 
 

な
り
、
も
う
一
方
は
父
母
と
再
会
を
は
た
し
た
。
 
 
 

松
浦
の
地
に
起
因
す
る
伝
説
は
、
『
万
葉
集
』
の
諸
に
お
い
て
は
、
遠
 
 

征
に
伴
う
男
女
間
の
別
離
が
主
な
テ
ー
マ
で
あ
り
、
別
離
の
悲
し
み
と
 
 

貞
女
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
提
供
し
た
。
し
か
し
、
サ
ヨ
ヒ
メ
の
伝
説
を
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右
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一
九
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六
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年
所
収
。
五
六
頁
～
五
七
頁
。
初
出
、
『
高
知
大
 
 

学
学
術
研
究
報
告
』
第
二
十
四
巻
二
号
、
一
九
七
五
年
九
月
。
 
 

ふ
ま
え
る
『
松
浦
宮
』
に
あ
っ
て
は
、
題
名
の
由
来
を
考
え
る
上
で
、
「
待
 
 

ち
人
」
が
母
親
で
あ
る
こ
と
が
疑
問
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
親
子
の
情
 
 

愛
、
孝
、
孝
養
と
い
う
視
点
で
、
『
う
つ
ほ
』
、
『
松
浦
宮
』
を
み
る
と
、
 
 

『
う
つ
ほ
』
に
お
け
る
不
孝
（
帰
国
時
に
は
す
で
に
親
が
亡
く
な
っ
て
い
 
 

る
）
を
現
世
に
お
け
る
「
孝
」
 
に
変
化
し
た
か
た
ち
と
し
て
位
置
づ
け
 
 

ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
弁
少
将
は
、
帰
国
か
滞
在
か
に
想
い
悩
み
な
が
 
 

ら
結
局
は
帰
っ
て
い
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
 
 
 

申
し
子
と
し
て
、
優
れ
た
人
物
と
し
て
試
練
を
乗
り
越
え
、
繁
栄
を
 
 

も
た
ら
す
存
在
と
し
て
、
ま
た
、
親
へ
の
孝
養
と
い
う
テ
ー
マ
を
、
松
 
 

浦
に
ま
つ
わ
る
従
来
の
イ
メ
ー
ジ
と
重
ね
合
わ
せ
れ
ば
、
物
語
の
題
名
 
 

が
持
つ
物
語
全
体
へ
の
意
味
が
み
え
て
く
る
の
で
あ
る
。
 
 

（
5
）
『
松
浦
官
物
語
』
の
引
用
は
、
『
松
浦
官
物
語
・
無
名
草
子
』
新
編
日
本
古
 
 
 

典
文
学
全
集
、
小
学
館
、
一
九
九
九
年
に
よ
り
、
本
文
中
に
真
数
を
示
す
。
 
 

（
6
）
萩
谷
朴
『
松
浦
官
金
注
釈
』
若
草
書
房
、
一
九
九
七
年
。
二
七
六
頁
。
 
 

（
7
）
『
領
巾
を
振
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
舌
代
で
は
人
が
呼
吸
を
し
な
 
 
 

く
な
る
と
、
魂
が
肉
体
か
ら
飛
び
出
て
昇
天
す
る
と
考
え
た
。
そ
れ
ゆ
え
 
 
 

中
国
の
古
代
で
は
、
屋
根
に
の
ぽ
っ
て
死
人
の
着
て
い
た
衣
物
を
振
っ
て
、
 
 
 

1
帰
っ
て
来
い
と
呼
ん
だ
の
で
あ
っ
た
、
と
い
う
儀
式
に
通
じ
る
行
為
で
あ
 
 

る
。
 
 

（
8
）
中
西
遷
『
万
葉
集
』
（
講
談
社
文
庫
、
一
九
九
六
年
）
 
の
訓
読
に
よ
る
。
 
 

（
9
）
『
日
本
書
紀
』
に
お
け
る
弟
姫
の
例
も
同
じ
く
再
会
の
結
末
は
書
か
れ
な
 
 

。
 
 

（
1
0
）
引
用
は
、
重
城
秀
之
著
『
う
つ
ほ
物
語
』
全
 
改
訂
版
、
お
う
ふ
う
、
平
 
 

成
十
三
年
十
月
に
よ
る
。
 
 

（
1
1
）
萩
谷
朴
、
前
掲
書
。
本
文
。
 
 

（
1
2
）
江
戸
英
雄
「
恩
愛
と
異
郷
 
－
 
う
つ
ほ
物
語
の
主
題
 
－
 
」
『
国
文
学
研
 
 

究
資
料
館
紀
要
』
第
二
十
三
号
、
一
九
九
七
年
三
月
。
 
 

（
1
3
）
益
田
勝
実
「
物
語
の
成
長
期
」
『
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書
 
平
安
朝
物
 
 

語
Ⅲ
』
（
有
精
堂
、
一
九
七
四
年
）
初
出
、
『
日
本
文
学
』
第
十
六
巻
六
、
 
 

八
、
十
号
、
未
来
社
、
一
九
六
六
年
六
、
八
、
十
月
。
 
 

（
1
4
）
定
家
と
母
の
現
実
に
お
い
て
も
母
子
の
関
係
を
み
る
こ
と
が
で
卓
る
。
 
 

『
松
浦
官
物
語
』
の
作
者
で
あ
る
藤
原
定
家
は
、
父
俊
成
と
美
福
門
院
加
 
 

賀
の
あ
い
だ
の
お
お
ぜ
い
の
子
の
な
か
で
も
と
り
わ
け
愛
情
を
受
け
た
。
 
 

そ
の
こ
と
ば
、
『
藤
原
隆
信
朝
臣
集
』
に
、
 
 

少
将
さ
だ
い
へ
、
こ
の
は
は
の
お
ぼ
え
な
り
け
る
を
、
か
の
少
将
こ
と
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わ
り
も
す
ぎ
て
思
ひ
か
な
し
み
て
、
わ
が
身
ひ
と
つ
の
こ
と
に
な
む
侍
 
 

り
け
る
と
て
、
い
た
う
な
げ
重
し
づ
み
て
、
ひ
と
つ
う
ち
な
れ
ど
、
ふ
 
 

み
に
か
卓
つ
づ
け
て
い
ひ
か
は
し
た
る
を
み
る
に
つ
け
て
も
、
い
と
ど
 
 

か
な
し
さ
ま
さ
り
て
、
 
 

と
あ
る
よ
う
に
、
建
久
四
年
二
月
十
三
日
の
母
の
死
に
対
し
て
、
定
家
の
 
 

悲
し
み
は
深
か
っ
た
。
定
家
は
母
の
死
に
際
し
て
、
 
 

か
な
し
さ
ば
ひ
と
か
た
な
ら
ず
今
ぞ
し
る
と
に
も
か
く
に
も
さ
だ
め
な
 
 

卓
世
を
（
二
四
一
四
）
 
 

た
ま
ゆ
ら
の
靂
も
な
み
だ
も
と
ど
ま
ら
ず
な
卓
人
こ
ふ
る
や
ど
の
秋
風
 
 

（
二
四
一
七
）
 
 

『
拾
遺
愚
草
 
下
』
（
新
編
国
歌
大
観
）
 
 

と
詠
ん
で
お
り
、
そ
の
母
は
多
く
の
子
女
の
な
か
で
も
と
り
わ
け
定
家
を
 
 

大
事
に
し
た
ら
し
く
、
定
家
の
中
将
昇
進
に
対
し
て
、
 
 

み
か
さ
山
み
ち
ふ
み
そ
め
し
月
か
げ
に
い
ま
ぞ
こ
こ
ろ
の
や
み
は
は
れ
 
 

ぬ
る
（
一
一
五
九
）
 
 

定
家
、
少
将
に
な
り
侍
り
て
、
月
あ
か
き
夜
、
よ
ろ
こ
び
申
侍
 
 

る
を
見
侍
り
て
、
あ
し
た
に
つ
か
は
し
け
る
。
 
 

『
新
勅
撰
集
』
雑
二
 
新
編
国
歌
大
観
、
角
川
書
店
 
 

と
喜
ん
で
い
る
場
面
を
み
て
も
よ
く
わ
か
る
。
 
 

（
1
5
）
加
地
伸
行
『
比
熱
の
宗
教
 
－
 
儒
教
』
（
筑
摩
書
房
、
一
九
九
五
年
）
六
 
 
 

十
頁
～
六
十
一
貫
。
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