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(璧ロ)

｢
夏
の
蝉
｣

の
復
権

高

芝

麻

子

☆
初
め
に
☆

今
日
は

｢
『
夏
の
膵
』

の
復
権
｣
と
題
し
ま
し
て
､
川
合
先
生
の
ご
論
文
｢
輝
の
詩
に
見
る
詩
の
韓
欒
｣

(
中
国
文
学
報
五
七
･
一
九
九
八
)

へ
の
一
つ
の
考
察
を
ご
報
告
し
た
い
と
思
い
ま
す
｡
ま
ず
は
今
回
の
私
の
発
表
に
関
係
す
る
点
を
中
心
に
､
先
生
の
論
文
内
容
を
簡
潔
に

ご
説
明
し
ま
す
｡

古
来
､
中
国
で
は
蝉
は
装
身
具
と
し
て
用
い
ら
れ
て
き
ま
し
た
｡
し
か
し
文
学
の
中
に
措
か
れ
て
き
た
の
は
､
蝉
の
姿
よ
り
も
蝉
が
露

し
か
口
に
し
な
い
清
ら
か
な
生
き
物
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
､
秋
の
時
節
に
鳴
く
こ
と
の
二
点
で
あ
る
､
と
先
生
は
指
摘
な

さ
っ
て
い
ま
す
｡
日
本
で
い
う

｢
空
蝉
｣

の
は
か
な
さ
な
ど
は
は
と
ん
ど
取
り
上
げ
ら
れ
ま
せ
ん
｡
『
楚
鮮
』
以
降
､
悲
秋
の
風
物
詩
と

し
て
措
か
れ
､
後
漢
以
降
､
高
潔
な
士
大
夫
の
比
喩
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
｡
そ
こ
か
ら
唐
代
へ
と
到
る
蝉
文
学
に
は
､

純
粋
に
秋
の
蝉
を
措
い
た
詠
物
詩
も
あ
れ
ば
､
寓
意
に
富
ん
だ
作
品
も
あ
り
､
蝉
の
鳴
き
声
は
郷
愁
や
時
の
無
常
の
嘆
き
を
触
発
す
る
も

の
と
も
な
っ
て
い
き
ま
し
た
｡
先
生
の
ご
論
文
で
は
､
さ
ま
ざ
ま
な
作
品
を
取
り
上
げ
て
唐
代
の
寓
意
性
を
秘
め
た
､
高
潔
な
蝉
の
表
現

を
分
析
な
さ
っ
て
い
ま
す
｡
寓
意
性
の
強
い
作
品
に
つ
い
て
は
､
今
回
私
の
報
告
と
は
直
接
関
わ
り
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
､
関
心
を
お
持
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ち
の
寿
は
各
自
論
文
を
お
読
み
く
だ
さ
.
い
｡

ま
ず
､
私
の
疑
問
点
か
ら
申
し
上
げ
ま
す
｡
日
本
人
の
感
覚
で
は
恐
ら
く
､
蝉
と
言
え
ば
夏
､
と
連
想
が
働
く
よ
う
に
思
い
ま
す
｡
現

に
､
和
歌
で
ほ
蝉
は
夏
の
部
立
て
に
入
る
べ
き
題
で
す
し
､
俳
句
で
も
夏
の
季
語
で
す
｡
し
か
し
ツ
ク
ッ
ク
ホ
ウ
シ
や
ヒ
グ
ラ
シ
は
､
秋

の
部
立
て
､
初
秋
の
季
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
ま
し
た
｡
蝉
と
言
え
ば
一
般
に
夏
の
も
の
で
は
あ
り
ま
す
が
､
鳴
く
期
間
が
長
い
の
で
､

種
類
に
よ
っ
て
は
秋
の
景
物
に
も
な
り
え
た
の
で
し
ょ
う
｡

そ
の
よ
う
な
日
本
の
季
節
感
寛
が
あ
り
ま
し
た
の
で
､
中
国
古
典
詩
歌
の
世
界
に
お
い
て
､
蝉
は
秋
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
ご
指
摘

は
､
私
に
は
と
て
も
不
思
議
な
も
の
に
思
わ
れ
ま
し
た
｡
真
夏
の
蝉
は
､
一
体
ど
う
し
て
､
中
国
文
学
の
中
か
ら
消
え
て
し
ま
っ
た
の
で

し
ょ
う
か
｡
そ
し
て
完
全
に
措
か
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
｡
ご
指
摘
を
踏
ま
え
つ
つ
､
真
夏
の
蝉
の
消
息
を
追
っ
て
み

た
い
と
思
い
ま
す
｡

☆
蝉
の
種
類
と
鳴
き
声
☆

ま
ず
､
本
題
に
入
る
前
に
蝉
の
種
類
と
鳴
き
声
に
つ
い
て
ご
説
明
い
た
し
ま
す
｡
蝉
の
呼
称
と
い
う
の
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
て
､
実

際
､
調
べ
れ
ば
調
べ
る
ほ
ど
､
ど
の
蝉
が
何
で
あ
る
の
か
､
あ
る
い
は
ど
こ
ま
で
が
蝉
で
ど
こ
か
ら
が
別
の
虫
な
の
か
も
分
か
ら
な
く
な

る
は
ど
の
混
乱
ぶ
り
で
す
｡
今
回
は
蝉
の
呼
称
を
整
理
す
る
の
が
目
的
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
､
い
く
つ
か
の
蝉
の
呼
称
を
羅
列
す
る
に

留
め
た
い
と
思
い
ま
す
｡

(
漢
語
大
詞
典
な
ど
よ
り
古
典
の
蝉
)

蠣
､
桐
梁
､
桐
塘
､
鋼
蛙
､
蠣
蝉
､
蠣
規
､
蠣
塾
､
鯛
膀
､
寒
蝉
､
寒
蠣
､
寒
琴
婚
姻
､
蛙
､
蛸
焼
､
蝦
､
蟻
姑
､
蚊
､
蟄
焼
晴

な
ど
な
ど
｡

(
中
日
大
辞
典
よ
り
現
代
語
の
蝉
)
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ッ
ク
ッ
ク
ホ
ウ
シ
‥
寒
蝉

/

ハ
ル
ゼ
ミ
‥
雨
春
蝉

/

ミ
ン
ミ
ン
ゼ
ミ
(
総
称
)
‥
鳴
蝉

/
エ
ゾ
ゼ
ミ
‥
花
蛾
蝉

/

ク
マ
ゼ
ミ
‥
馬
膵
､
炸
蝉

/

ア
ブ
ラ
ゼ
ミ

(
総
称
)
‥
鳴
桐

/

ヒ
グ
ラ
シ
‥
塘
蠣

い
ず
れ
に
し
て
も
､
席
代
が
下
る
に
つ
れ
て
｢
蝉
｣

の
用
例
が
大
半
に
な
り
､
『
全
唐
詩
』
検
索
に
よ
れ
ば
｢
飼
｣
は
二
六
例
､
う
ち

二
例
は
序
･
詩
題
に
含
ま
れ
る
も
の
､
｢
塘
｣

は
五
例
､
う
ち
一
例
は
校
勘
に
含
ま
れ
る
も
の
､
し
か
見
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
｡
女
性
の

装
身
具
の
描
写
な
ど
も
含
む
と
は
い
え
､
｢
蝉
｣
の
用
例
が
五
〇
〇
例
を
軽
く
上
回
る
こ
と
か
ら
も
､
唐
代
ご
ろ
に
一
般
先
便
わ
れ
る
詩

語
は
｢
膵
｣

で
あ
っ
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
｡
以
下
､
｢
膵
｣
と
い
う
語
を
中
心
に
用
例
を
見
て
い
く
の
は
､
窓
意
的
に
他
の
語
を
排
し

た
た
め
で
は
な
く
､
用
例
の
数
量
的
な
問
題
に
よ
る
も
の
で
す
｡
ご
了
承
下
さ
い
｡

現
代
中
国
語
の
蝉
に
つ
い
て
は
､
だ
い
た
い
､
日
本
と
棲
息
し
て
い
る
蝉
の
種
類
に
大
差
が
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
の
リ
ス
ト

ア
ッ
プ
し
た
も
の
で
す
｡
こ
れ
を
見
る
限
り
､
夏
か
ら
秋
に
か
け
て
蝉
は
鳴
き
続
け
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
｡

次
に
蝉
の
鳴
き
声
を
列
挙
し
ま
し
た
｡
さ
ま
ざ
ま
な
表
現
が
あ
り
ま
す
が
､
比
較
的
古
い
時
代
か
ら
用
例
が
あ
る
も
の
は
､
-
i
e
巳
i
e
A

や
b
u
i
皐
h
u
i
料
と
い
っ
た
L
や
H
か
ら
始
ま
る
軽
い
響
き
の
音
が
多
く
､
冷
た
さ
を
感
じ
さ
せ
ま
す
｡
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
､
Z
H
か

ら
始
ま
る
濁
っ
た
音
が
多
く
な
.
る
よ
う
で
す
｡

嘩
嘩
[
h
u
i
昏
u
i
巴

軟欺

[ji三jiuこ

例例

[-ie巳ie巴

蝉
鳴
聾
｡
(
漢
語
大
詞
典
)

｢
詩
経
･
小
雅
･
小
癖
｣
苑
彼
柳
斯

鳴
蠣
嘩
嘩

象
聾
詞
｡
所
指
随
文
而
異
｡
(
こ
鳥
獣
轟
的
場
叫
音
｡
(
漢
語
大
詞
典
)

｢
楚
蔚
･
招
隠
士
｣
歳
暮
今
不
自
制

蟻
姑
鳴
今
秋
剰

寒
冷
貌
｡
(
漢
語
大
詞
典
)

貌
･
曹
杢

｢
干
滑
河
見
挽
船
士
新
婚
興
妻
別
｣
列
例
寒
蝉
吟

膵
吟
抱
枯
枝

峰
嗜
[
N
h
e
n
g
-
y
i
n
g
N
]

象
聾
詞
｡
蝉
鳴
聾
｡
(
漢
語
大
詞
典
)

晋
･
陸
雲
哀
蝉
賦
｣
体
貞
粋
之
淑
質

嘲
嘲
之
哀
聾
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烈
烈
言
e
巴
i
e
已

嘩瞑
冒
u
i
巴
i
巴

咽咽

[ye令e巴

象
聾
詞
｡
(
漢
語
大
詞
典
)

謝
意
連

｢
梅
衣
｣

粛
粛
渉
鶴
羽

烈
烈
寒
蟄
鳴

蝉
鳴
聾
｡
(
漢
語
大
詞
典
)

唐
･
沈
膿
｢
寒
輝
樹
｣
恭
有
顧
翔
実

歴
憐
嘲
園
聾

謂
聾
音
低
唖
｡
(
漢
語
大
詞
典
)

唐
･
賛
己

｢
蝉
八
韻
｣
咽
咽
復
欺
欺

多
来
自
早
秋

鋸
鋸
[
q
i
a
n
g
-
q
i
a
n
g
こ

象
聾
詞
｡
(
三
)
鳥
姦
鳴
聾
｡
(
漢
語
大
詞
典
)

清
･
憧
敬
｢
繹
蟻
蛤
｣
蝦
､
寒
蝉
｡
…
…
其
聾
鋼
鮒
如
舞
鏡
｡
如
鈴
｡

札札

[
N
h
a
N
z
h
a
N
]

知
了
[
z
早
こ
i
a
O
巴

象
聾
詞
｡
(
漢
語
大
詞
典
)

清
･
悸
敬
｢
繹
蟻
蛤
｣
蟄
購
晴
:
ト
…
似
蚊
､
而
猶
小
青
赤
色
､
其
聾
札
相
知
練
｡

蝉
的
鳴
聾
｡
(
漢
語
大
詞
典
)
…
…
用
例
は
近
現
代
の
も
の
の
み
｡

☆
夏
の
蝉
が
鳴
い
て
い
た
こ
ろ
☆

前
置
き
が
長
く
な
り
ま
し
た
が
､
こ
こ
か
ら
本
題
に
入
り
ま
す
｡

詩
経
.
幽
風
｢
七
月
｣

四
月
秀
萎

却
矧
矧
矧

八
月
其
穫

十
月
隕
淳
一
之
日
干
絡

取
彼
狐
狸

薦
公
子
真

二
之
日
其
同

載
唐
武
功
■
言
私
其
雅

戯
研
干
公

四
月
に
は
茂
れ
る
ひ
め
は
ぎ
､
五
月
に
は
せ
み
の
声
｡
八
月
に
は
早
稲
を
刈
り
､
十
月
に
は
う
る
し
の
枝
下
ろ
し
｡
一
月
に
は
(
豊

餞
祈
願
の
)
魂
祭
り
を
し
､
き
つ
ね
狩
り
た
ぬ
き
狩
り
､
戸
と
な
る
御
方
の
か
わ
ご
ろ
も
に
し
よ
う
｡
二
月
に
は
皆
そ
ろ
っ
て
､
狩

猟
の
け
い
こ
｡
小
さ
き
獲
物
は
我
々
に
､
立
派
な
獲
物
は
御
霊
崖
へ
｡
(
明
治
書
院
･
新
釈
漢
文
大
系
『
詩
経
』
よ
り
引
離
)
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川
合
氏
も
挙
げ
て
お
ら
れ
ま
す
が
右
に
引
用
し
ま
し
た

｢
詩
経
･
幽
風
･
七
月
｣

には

｢
五
月
鳴
蠣
｣

と
あ
り
ま
す
｡
文
字
は

｢
桐
｣

で
す
が
､
陰
暦
五
月
と
い
う
真
夏
に
鳴
く
の
で
す
し
､
こ
こ
で
は
い
わ
ゆ
る
｢
蝉
｣
と
考
え
て
よ
い
と
思
い
ま
す
｡
真
夏
を
象
徴
す
る
も

の
と
し
て
､
蝉
が
措
き
込
ま
れ
て
い
る
わ
け
で
す
｡

ま
た
､
『
薩
記
』

の

｢
月
令
篇
｣

に
は
仲
夏
(
五
月
)

の
も
の
と
し
て

｢
膵
始
鳴
｣

と
あ
り
､
孟
秋
(
七
月
)

の
も
の
と
し
て

｢
寒
蝉

鳴｣

と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
｡
要
す
る
に
､
夏
の
蝉
と
秋
の
蝉
が
と
も
に
風
物
詩
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
｡

こ
の
二
例
は
､
現
代
日
本
人
の
蝉
の
季
節
感
と
､
か
な
り
重
な
っ
て
き
ま
す
｡
特
に
『
薩
記
』

の
例
で
は
､
｢
蝉
｣

と
だ
け
書
か
れ
た

も
の
は
夏
の
蝉
で
､
秋
の
蝉
は
わ
ざ
わ
ざ
｢
寒
蝉
｣
と
書
き
分
け
ら
れ
て
い
る
の
で
す
｡
当
時
の
感
覚
と
し
て
は
む
し
ろ
｢
蝉
｣
と
い
え

ば
夏
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
｡

六
朝
に
入
っ
て
も
夏
の
蝉
は
鳴
き
続
け
る
よ
う
で
す
｡
夏
の
蝉
は
秋
の
蝉
ほ
ど
は
見
ら
れ
な
い
の
で
す
が
､
探
し
て
も
な
か
な
か
見
い

だ
せ
な
い

｢
ご
く
少
数
｣

の
存
在
で
は
あ
り
ま
せ
ん
｡
以
下
の
よ
う
に
､
ち
ら
ほ
ら
と
見
い
だ
せ
る
の
で
す
｡

孫楚

(
二
二
一
?
-
二
八
二
?
)

｢
蝉
賦
｣
部
分
(
全
曹
文
春
エ
ハ
十
)

普
仲
夏
而
姶
出

仲
夏
(
陰
暦
五
月
)

に
な
っ
て
よ
う
や
く
現
れ

掠
長
保
而
悲
鳴

長
い
枝
に
し
が
み
つ
い
て
悲
し
げ
に
鳴
く

｢
夏
歌
二
十
首
其
十
一
｣
全
文
(
柴
府
詩
集
巻
第
四
十
四

清
商
曲
解
一
呉
馨
歌
曲
晋
宋
賛
辞

子
夜
四
時
歌
七
十
五
首
)

林
韻
改
初
調

林
の
カ
サ
サ
ギ
は
最
初
の
歌
い
方
を
改
め
で

林
中
夏
蝉
鳴

林
の
中
で
は
夏
の
蝉
が
鳴
い
て
い
る

梁
･
簡
文
帝
(
五
〇
三
-
五
五
一
)

｢
聴
早
膵
｣
部
分
(
全
梁
詩
巻
二
十
二
)

草
歓
題
鳴
初

草
は
生
え
そ
ろ
い

ホ
ト
ト
ギ
ス
は
鳴
き
初
め



〈報告〉｢夏の蝉｣の復権65

蝉
塩
花
落
後

蝉
は
物
思
う
よ
う
に
鳴
く

花
の
散
り
落
ち
た
後

(
馬
‥
ホ
ト
ト
ギ
ス
の
こ
と
｡
夏
の
三
ケ
月
間
､
昼
夜
問
わ
ず
鳴
き
続
け
る
と
言
う
｡
)

孫
楚
｢
輝
賦
｣

で
は
『
薩
記
』

の
表
現
を
そ
の
ま
ま
踏
ま
え
て
､
蝉
を
真
夏
､
陰
暦
の
五
月
に
鳴
く
も
の
と
し
て
措
い
て
い
ま
す
｡
で

す
が
､
『
薩
記
』

の
方
向
性
と
は
逆
に
､
楽
府
民
歌
｢
夏
歌
｣

で
は
夏
の
蝉
を
わ
ざ
わ
ざ

｢
夏
蝉
｣

と
表
現
し
､
簡
文
帝
｢
聴
早
輝
｣

で

も
夏
の
初
め
の
蝉
に
｢
早
｣
を
冠
し
て
い
ま
す
｡
こ
れ
は
次
第
に
蝉
が
秋
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
強
ま
っ
た
結
果
で
あ
る
の
か
も

知
れ
ま
せ
ん
｡

☆
夏
の
蝉
が
黙
る
こ
ろ
☆

本
来
､
夏
か
ら
秋
に
か
け
て
鳴
き
続
け
る
蝉
の
描
写
は
､
唐
代
に
入
る
と
激
減
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
｡
『
全
唐
詩
』

の
検
索
で
蝉

の
文
字
を
し
ら
み
つ
ぶ
し
に
探
し
た
の
で
す
が
､
管
見
の
限
り
に
お
い
て
は
､
初
盛
唐
の
詩
で
､
｢
夏
の
蝉
｣
と
確
か
に
分
か
る
も
の
は
､

次
の
二
首
だ
け
で
し
た
｡

陳
子
良
(
?
I
六
三
二
)

｢
夏
晩
尋
干
政
世
置
酒
賦
韻
｣
■
部
分
(
全
唐
詩
巻
三
九
)

長
檜
落
照
壷

立
派
な
橡
に

夕
陽
は
沈
ん
で
し
ま
っ
て

高
柳
暮
矧
吟

高
い
柳
に

暮
れ
時
の
蝉
が
鳴
く

李
腐
(
六
九
〇
-
七
五
一
)

｢
夏
宴
張
兵
曹
東
堂
｣
部
分
(
全
唐
詩
巻
二
二
三
)

北
薗
臥
筆
連
心
花

北
向
漕
の
窓

竹
の
寝
椅
子
に
横
た
わ
れ
ば

連
心
の
花
咲
く

(
連
心
‥
合
弁
花
)

竹
裏
矧
鳴
西
日
斜

竹林

蝉
鳴
い
て

西
日
傾
く

い
ず
れ
も
､
夕
方
の
風
景
の
中
に
措
き
込
ま
れ
て
い
て
､
や
は
り
真
夏
の
暑
さ
よ
り
も
む
し
ろ
､
和
ら
い
だ
暑
さ
を
暗
に
示
す
べ
く
用
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い
ら
れ
て
い
ま
す
｡
こ
の
作
品
以
外
で
は
､
季
節
感
を
示
す
も
の
と
し
て
措
か
れ
る
蝉
は
､
晩
夏
か
ら
初
秋
に
か
け
て
の
､
秋
の
気
配
を

告
げ
る
蝉
が
大
半
で
し
た
｡

た
と
え
ば
詩
の
中
で
用
い
ら
れ
る
｢
新
蝉
(
漢
語
大
詞
典
に
よ
れ
ば
｢
初
夏
的
鳴
蝉
｣
､
.
初
夏
の
蝉
)
｣
､
あ
る
い
は
｢
早
蝉
｣
と
い
う
語
は
､

実
際
は
大
半
が
秋
の
訪
れ
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
と
し
て
措
か
れ
て
い
ま
す
｡
漢
語
大
詞
典
が
言
う
よ
う
な
｢
夏
の
蝉
の
走
り
｣
で
は
な
く
､

実
際
の
作
品
の
中
で
は
､
主
に
詩
人
に
秋
を
感
じ
き
せ
る

｢
秋
の
輝
の
走
り
｣

の
役
割
を
担
わ
さ
れ
る
の
で
す
｡

ま
た
､
蝉
が
秋
の
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
､
楽
府
民
歌
｢
夏
歌
｣
に
見
ら
れ
た
｢
夏
輝
｣
と
い
う
語
は
､
唐
代
に
は
用
例
が
増
え
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
の
で
す
が
､
『
全
唐
詩
』

の
中
で
貴
慮
物
(
七
三
五
-
七
九
二
?
)

に
一
例
使
用
き
れ
て
い
る
の
み
で
し
た
伊

夏
砂
蝉
は
ぼ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
､
と
書
き
ま
し
た
が
､
タ
イ
ト
ル
や
作
品
中
に
｢
夏
｣
の
で
き
ご
と
で
あ
る
と
は
つ
き
り
書
い
て
あ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
夏
の
蝉
で
は
な
い
も
の
､
と
い
う
不
思
議
な
蝉
が
実
は
唐
詩
に
は
た
く
さ
ん
見
ら
れ
る
の
で
す
｡
次
に
例
を
挙
げ

ま
す
｡

裳
辿
(
七
一
六
-
?
)

｢笥過青龍寺謁操禅師｣部分(全唐詩巻.一二九)

鳥
飛
寧
向
夕

鳥
は
飛
ん
で

先
を
争
う
夕
暮
れ

矧
嘆
已
先
知
秋

蝉
は
騒
が
し
く

も
う
秋
を
先
取
り
し
て
い
る

杜
甫
(
七
一
二
-
七
七
〇
)

｢
封
印
李
公
見
訪
｣
部
分
(
全
唐
詩
巷
二
一
六
)

清
風
左
右
至

客
意
己
矧
拙

巣
多
恩
鳥
喧

菓
密
鳴
矧
桐

清
ら
か
な
風
が
あ
ち
こ
ち
吹
き
抜
け
て

旅
人
の
心
は

も
う
秋
が
来
た
こ
と
に
驚
く

巣
は
多
く
あ
る
の
で

集
ま
っ
た
鳥
た
ち
は
騒
が
し
く

(
2
)

葉
は
ま
だ
茂
っ
て
い
る
の
に

鳴
い
て
い
る
蝉
は
多
い
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こ
の
よ
う
に
詩
人
が
蝉
の
声
を
聴
い
て
､
秋
を
感
じ
る
場
合
､
そ
れ
は
い
か
に
季
節
が
夏
で
あ
っ
て
も
夏
の
風
物
詩
で
は
な
く
､
秋
の

風
物
詩
と
し
て
措
か
れ
て
い
る
と
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
｡

で
は
な
ぜ
､
蝉
は
秋
だ
け
の
風
物
詩
と
な
り
､
夏
の
蝉
は
沈
黙
し
た
の
で
し
ょ
う
か
｡
二
つ
の
理
由
を
指
摘
し
た
い
と
思
い
ま
す
｡

ま
ず
は
文
学
に
お
け
る
秋
の
美
学
､
｢
推
移
の
悲
哀
｣
や
郷
愁
な
ど
と
､
｢
悲
｣

｢
哀
｣

と
表
現
さ
れ
､
高
潔
な
士
大
夫
を
連
想
さ
せ
る

蝉
の
イ
メ
ー
ジ
が
､
文
学
的
に
結
び
つ
き
や
す
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
で
し
ょ
う
｡
蝉
は
し
ば
し
ば
､
そ
の
声
を
｢
悲
｣

｢
哀
｣
と
表
現

さ
れ
､
あ
る
い
は
､
■
蝉
の
声
を
聴
い
た
詩
人
の
心
境
が

｢
悲
｣

｢
哀
｣

と
述
べ
ら
れ
ま
す
｡
悲
秋
と
い
う
言
葉
が
あ
る
よ
う
に
､
悲
哀
は

秋
に
結
び
つ
き
や
す
い
感
情
で
す
｡
蝉
の
声
を
｢
悲
｣
｢
哀
｣
と
捉
え
る
共
通
理
解
が
成
立
し
た
こ
と
で
､
蝉
が
秋
の
も
の
で
あ
る
と
の

了
解
が
強
ま
っ
美
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
｡

李
端
(
七
三
二
-
七
九
二
)

｢
長
安
善
事
寄
醇
戴
｣
部
分
(
全
唐
詩
巻
二
八
四
)

朔
雁
去
成
行

北
へ
向
か
う
雁
は
列
を
な
し
て
飛
び

哀
揮
響
如
昨

悲
し
げ
に
鳴
く
蝉
は
去
年
と
同
じ
よ
う
に
歌
う

王
維
(
?
-
七
六
一
)

｢
早
秋
山
中
作
｣
部
分
(
全
唐
詩
巻
二
六
)

草
間
蟄
響
臨
秋
急

草
間
の
コ
オ
ロ
ギ
の
響
き
は

秋
が
近
づ
け
ば
あ
わ
た
だ
し
く

山
裏
矧
聾
薄
暮
憩
.
山
中
の
蝉
の
声
は

暮
れ
が
迫
っ
て
悲
し
げ
で
あ
る

孟
浩
然
(
六
八
九
-
七
四
〇
)

｢
秦
中
感
秋
寄
遠
上
人
｣
部
分
(
全
唐
詩
巻
一
六
〇
)

黄
金
然
桂
義

家
財
は
物
価
の
高
さ
に
使
い
尽
く
し
(
然
桂
‥
桂
を
薪
代
わ
り
に
す
る
｡
物
価
高
騰
の
比
喩
)

壮
志
逐
年
衰

壮
志
ほ
年
を
迫
っ
て
衰
え
て
ゆ
く

日
夕
涼
風
至

朝
に
夕
に
ノ
涼
風
の
吹
き
来
た
り
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聞
蝉
但
益
悲

蝉
の
声
を
聴
け
ば

悲
し
み
は
い
や
増
す
ば
か
り

も
う
一
つ
に
は
文
学
に
お
け
る
夏
の
措
き
に
く
さ
が
挙
げ
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
｡

中
国
古
典
詩
に
お
け
る
春
秋
と
夏
冬
の
差
異
と
し
て
第
一
に
指
摘
す
べ
き
点
は
､
春
秋
の
詩
の
多
さ
と
夏
冬
の
詩
の
乏
し
さ
､
と
い

う
明
白
な
事
実
で
あ
る
｡
(
松
浦
友
久
｢
中
国
詩
歌
原
論
｣
五
官
ニ

『
詩
経
』
『
楚
辞
』
以
来
の
長
い
伝
統
の
な
か
で
､
中
国
古
典
詩
の
春
秋
に
は
､
｢
惜
春
･
傷
春
･
春
恨
…
…
悲
秋
･
感
秋
･
秋
興

…
…
｣
な
ど
､
一
連
の
心
情
や
情
緒
が
､
そ
の
季
節
に
ふ
さ
わ
し
い
詩
的
要
素
と
し
て
共
有
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
｡
逆
に
､

夏
･
冬
に
つ
い
て
は
､
｢
苦
熱
･
苦
暑
･
毒
熟
…
…
苦
寒
｣
と
い
っ
た
一
連
の
生
理
感
覚
が
共
有
さ
れ
る
だ
け
で
あ
り
､
心
情
･
情

緒
の
次
元
に
属
す
る
も
の
は
全
く
共
有
さ
れ
て
い
な
い
｡
(
同
二
六
貢
)

と
､
松
浦
先
生
も
述
べ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
､
秋
の
詩
に
比
べ
て
夏
の
詩
は
数
量
的
に
圧
倒
的
に
少
な
い
の
で
す
｡
そ
う
な
れ
ば
､
秋

の
蝉
が
夏
の
蝉
よ
り
多
く
見
ら
れ
る
の
は
､
′
あ
る
意
味
､
当
然
と
い
え
ば
当
然
の
帰
結
で
す
｡

☆
｢
夏
の
媚
｣
の
復
権
☆

初
盛
唐
の
詩
で
は
､
夏
の
蝉
が
ほ
ぼ
絶
滅
し
た
こ
と
凌
ご
説
明
し
ま
し
た
｡
し
か
し
中
唐
以
降
､
.
｢
夏
の
蝉
｣
の
復
権
が
徐
々
に
始
ま

り
ま
す
｡
復
権
し
た
■
｢
夏
の
輝
｣

の
措
か
れ
方
は
､
お
よ
そ
以
下
の
よ
う
な
パ
タ
ー
ン
に
分
け
ら
れ
そ
う
で
す
｡

一
･
つ
目
､
夏
の
蝉
で
あ
っ
て
も
声
に
｢
悲
哀
｣
を
読
み
と
り
､
時
間
の
流
れ
の
無
常
な
ど
､
世
の
悲
哀
に
思
い
を
馳
せ
る
も
の
｡
秋
の

美
学
と
蝉
の
結
び
つ
き
の
と
こ
ろ
で
例
に
引
き
ま
し
た
李
端
や
孟
浩
然
を
ご
覧
下
さ
い
｡
秋
の
蝉
は
過
ぎ
さ
っ
た
時
間
や
自
分
の
老
い
な

ど
へ
の
感
慨
と
切
っ
て
も
切
れ
な
い
関
係
に
あ
り
ま
し
た
｡

二
つ
目
､
秋
の
風
物
詩
と
理
解
し
､
蝉
が
鳴
ぐ
の
に
ま
だ
秋
で
は
な
い
､
と
､
詩
の
伝
統
的
理
解
を
逆
手
に
と
っ
て
詠
い
込
む
も
の
｡

秋
の
訪
れ
を
告
げ
る
蝉
と
の
違
い
埠
詩
人
が
そ
の
季
節
を
も
う
秋
だ
と
認
識
し
て
い
る
か
､
ま
だ
夏
だ
と
感
じ
て
い
る
か
に
よ
っ
て
判
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則
し
ま
し
た
｡

そ
し
て
三
つ
目
､
ノ
声
に
涼
し
さ
､
･
清
ら
か
さ
を
感
じ
取
る
も
の
｡
こ
れ
は
蝉
は
秋
の
も
の
で
あ
る
､
と
い
う
認
識
か
ら
､
連
想
さ
れ
る

も
の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
｡

実
際
の
作
品
を
例
に
説
明
し
ま
す
と
､
ま
ず
一
つ
目
､
二
つ
目
の
パ
タ
ー
ン
に
つ
い
て
は
白
居
易
(
七
七
二
1
八
四
六
)

の
｢
早
蝉
｣
を

挙
げ
た
い
と
思
い
ま
す
｡

自
居
易
｢
剖
矧
｣
全
文
(
全
唐
詩
巻
四
三
三
)

六
月
初
七
日

江
頑
矧
始
鳴

石
楠
深
菓
裏

薄
暮
両
三
馨

一
催
衰
馨
色

再
動
故
園
情

西
風
殊
未
起

秋
思
先
秋
生

憶
昔
在
東
披

宮
税
花
下
聴

今
朝
無
限
思

雲
樹
続
塩
城

六
月
の
七
日

川
縁
に
は
蝉
が
よ
う
や
く
鳴
き
始
め
た

石
楠
の
生
い
茂
っ
た
中
で

(
石
楠
‥
バ
ラ
科
の
植
物
｡
オ
オ
カ
ナ
メ
モ
チ
｡
)

夕
が
迫
る
頃

二
声
三
声

そ
れ
を
聞
け
ば

老
い
を
感
じ
ず
に
は
お
ら
れ
ず

さ
ら
に

望
郷
の
念
に
突
き
動
か
さ
れ
る

西
風
は
ま
だ
吹
い
て
い
な
い
と
い
う
の
に

秋
の
愁
い
が

秋
に
な
る
前
に
生
ま
れ
て
し
ま
っ
た

思
い
出
す
の
は
昔

宮
中
に
居
て

宮
廷
の
税
の
花
の
下

蝉
の
声
を
聴
い
た
日

今朝

想
い
は
さ
ら
に
深
ま
､
っ
て
果
て
し
な
く

雲
に
届
き
そ
う
な
樹
が

塩
城
を
取
り
巻
い
て
い
る

(
塩
城
‥
江
西
省
の
地
名
)

作
品
の
冒
頭
で
六
月
七
日
と
日
付
が
明
示
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
､
こ
の

｢
早
輝
｣

は
秋
の
走
り
の
蝉
で
は
な
い
と
理
解
し
て
良
さ
そ
う

題
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で
す
｡

や
は
り
初
盛
唐
の
詩
人
た
ち
L
同
様
､
こ
の
蝉
も
夕
暮
れ
時
に
鳴
い
て
い
ま
す
｡

五
､
六
句
で
は
白
居
易
は
そ
の
声
に
触
発
さ
れ
て
自
ら
の
老
い
を
覚
え
､
ま
た
､
望
郷
の
念
に
突
き
動
か
さ
れ
ま
す
｡
八
句
目
で
は
､

彼
は
秋
に
な
っ
て
い
な
い
の
に
秋
の
愁
い
が
生
じ
た
と
述
べ
､
蝉
が
秋
の
も
の
で
あ
り
､
蝉
に
よ
っ
て
触
発
さ
れ
る
物
思
い
が
秋
の
も
の

で
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
､
一
般
的
な
認
識
を
逆
手
に
取
っ
た
興
味
深
い
表
現
を
作
り
上
げ
ま
し
た
｡
こ
れ
は
装
辿
｢
夏
日
過
青
龍
寺
謁
操

繹
師
｣

の
表
現
を
一
歩
進
め
た
も
の
と
も
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
｡

そ
し
て
､
九
､
十
句
で
詩
人
は
都
で
の
日
々
を
想
起
し
ま
す
が
､
こ
こ
で
は
蝉
の
声
は
､
感
傷
を
引
き
起
こ
す
｢
悲
哀
｣

に
満
ち
た
も

の
と
し
て
で
は
な
く
､
お
そ
ら
く
は
楽
し
か
っ
た
日
々
の
中
で
聞
い
た
記
憶
を
呼
び
さ
ま
す
も
の
と
し
て
登
場
し
て
い
る
の
で
す
｡
悲
哀

を
連
想
さ
せ
る
一
般
的
な
記
号
で
は
な
く
､
こ
こ
で
の
蝉
の
声
は
自
居
易
の
具
体
的
な
思
い
出
で
あ
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
｡

続
い
て
羊
土
語
(
七
五
六
-
つ
･
)

の
｢
南
池
荷
花
｣
を
読
ん
で
み
た
い
と
思
い
ま
す
｡

幸
土
語
｢
南
池
荷
花
｣
全
文
(
全
唐
詩
巻
三
三
二
)

蝉
嘆
城
清
水

芙
蓉
忽
己
繁

紅
花
迷
越
艶

芳
意
過
湘
玩

湛
露
宜
清
暑

披
香
正
満
軒

朝
朝
只
自
賞

穣
李
亦
何
言

蝉
賑
や
か
に
鳴
く

城
を
廻
る
水
辺

蓮
の
菓
が

気
付
け
ば
生
い
茂
っ
て
い
る

紅
の
花
は

西
施
の
よ
う
に
人
を
迷
わ
せ

(
越
艶
‥
西
施
の
よ
う
な
越
の
美
女
)

匂
う
よ
う
な
風
情
は

湘
玩
の
女
神
よ
り
も
麗
し
い

湛
え
る
露
は

清
暑
に
ふ
き
わ
し
く

広
が
る
香
り
は

家
の
辺
り
ま
で
満
ち
る

朝
な
朝
な

た
だ
蓮
の
花
を
愛
で
て
さ
え
い
れ
ば

花
盛
り
の
李
を

望
む
ま
で
も
な
い
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こ
の
作
品
は
蓮
の
花
の
美
し
盲
を
詠
む
も
の
で
す
が
､
歌
い
出
し
に
蝉
の
声
を
｢
さ
わ
が
し
い
｣
と
措
い
て
い
る
こ
と
ば
注
目
に
値
す

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
｡
こ
の
蝉
の
声
は
､
明
ら
か
に
夏
の
蝉
で
あ
り
､
郷
愁
や
自
ら
の
老
い
を
喚
起
す
る
も
の
で
も
な
け
れ
ば
､

悲
哀
の
響
き
を
感
じ
さ
せ
た
り
､
秋
の
予
感
を
与
え
た
り
す
る
も
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
｡

詩
人
は
こ
の
蓮
の
花
咲
く
世
界
を
､
第
五
句
で

｢
清
暑
｣
と
ま
と
め
て
い
ま
す
｡
も
ち
ろ
ん
､
こ
の

｢
清
暑
｣
と
い
う
表
現
の
核
は
蓮

の
花
で
す
が
､
蓮
の
咲
く
空
間
に
は
冒
頭
の
蝉
の
声
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
し
､
蝉
の
声
は
そ
の
清
ら
か
な
暑
さ
に
逆
ら
う
存
在
で
は
あ
り

ま
せ
ん
｡
む
し
ろ
､
そ
の
清
ら
か
さ
を
強
め
て
い
る
よ
う
で
す
｡
｢
清
暑
｣

と
い
う
語
は
､
そ
れ
は
ど
多
く
の
用
例
が
あ
る
言
葉
で
は
あ

り
ま
せ
ん
｡
宮
殿
の
名
前
､
清
暑
宮
を
指
す
場
合
を
含
め
て
､
『
全
唐
詩
』

で
は
十
三
例
し
か
見
ら
れ
ま
せ
ん
｡
そ
ん
な
中
で
､
羊
土
語

が
う
ち
二
例
を
占
め
て
い
て
､
も
う
一
例
も
蝉
と
の
組
み
合
わ
せ
で
用
い
ら
れ
て
お
り
､
そ
こ
に
現
れ
て
い
る
の
は
彼
の
独
自
の
季
節
感

覚
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
｡

い
ず
れ
に
せ
よ
､
こ
の
作
品
は
､
蝉
が
夏
の
風
物
詩
と
し
て
､
｢
涼
し
く
清
ら
か
な
｣

イ
メ
ー
ジ
を
維
持
し
な
が
ら
も
､
暑
い
空
間
に

措
き
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
評
価
し
た
い
と
思
い
ま
す
｡
ま
た
､
夕
暮
れ
の
蝉
が
初
盛
唐
に
多
い
こ
と
を
指
摘
し
ま
し
た
が
､
蓮
の
花
が

咲
い
て
い
る
こ
の
詩
で
は
､
朝
に
鳴
く
蝉
で
あ
る
こ
と
も
注
目
に
値
す
る
で
し
ょ
う
｡

結
局
､
唐
代
の
詩
人
た
ち
は
､
『
詩
経
』
や
『
薩
記
』

の
よ
う
に
真
夏
の
蝉
を
そ
の
ま
ま
に
措
く
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
｡
ど
う

し
て
も
蝉
を
措
こ
う
と
す
る
と
き
､
先
入
観
と
し
て
､
哀
し
い
想
い
を
そ
の
声
に
聞
き
､
秋
の
気
配
を
感
じ
る
感
受
性
回
路
が
彼
ら
の
中

に
存
在
し
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
｡
で
す
が
､
そ
れ
で
も
､
夏
に
鳴
く
蝉
の
姿
､
声
が
､
中
庸
以
降
､
詩
人
た
ち
に
よ
っ
て
再
発
見
さ
れ
､

あ
る
い
は
そ
の
感
受
性
回
路
を
逆
手
に
取
っ
た
表
現
を
試
み
ら
れ
た
こ
と
は
､
評
価
さ
れ
て
も
良
い
､
と
思
い
ま
す
｡

と
､
こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
の
は
全
体
的
な
流
れ
で
す
が
､
実
は
ご
く
少
数
な
が
ら
､
暑
く
て
た
ま
ら
な
い
真
夏
の
蝉
も
見
ら
れ
る
の

で
す
｡
中
晩
唐
の
詩
人
眺
合
と
貫
休
の
詩
を
ご
覧
下
さ
い
｡

眺
合
(
七
八
一
?
-
八
四
六
?
)

｢
夏
日
書
事
寄
丘
克
庭
土
｣
部
分
(
全
唐
詩
巻
四
九
七
)
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暑
天
難
可
度

こ
の
暑
い
日
を
ど
う
や
っ
て
乗
り
切
ろ
う
か

蓋
復
更
持
瘍

酒
を
飲
む
気
さ
え
お
き
な
い

樹
裏
矧
矧
嘲

木
立
の
奥
で
は

鳴
蝉
が
咽
び

宮
中
午
漏
長

宮
中
で
は

昼
間
の
時
間
が
や
け
に
長
い

貫
休
(
八
三
二
-
九
二
一
)

｢
苦
熱
寄
赤
松
道
者
｣
部
分
(
全
唐
詩
巻
八
二
六
)

天
雲
如
焼
人
如
灸

天
地
鐘
中
更
合
適

矧
嘲
雷
乾
泳
井
融

些
子
清
風
有
何
基

＼
空
の
雲
は
焼
け
こ
げ
そ
う
で

人
間
は
火
を
噴
き
そ
う
で

(
灸
‥
焼
灼
)

こ
の
暑
さ
は
造
化
の
炉
の
中
と
で
も
言
っ
た
方
が

ふ
さ
わ
し
い

蝉
は
喘
ぎ

雷
は
乾
き

氷
室
の
氷
は
溶
け
始
め
る

わ
ず
か
ば
か
り
の
涼
や
か
な
風
が
ど
れ
ほ
ど
の
役
に
立
と
う

酷
暑
を
措
こ
う
と
し
た
と
き
､
桃
合
は
蝉
が
咽
ぶ
と
い
う
､
そ
し
て
貫
休
は
蝉
が
喘
ぐ
と
い
う
表
現
を
編
み
出
し
ま
し
た
｡
そ
れ
は
す

な
わ
ち
､
彼
の
耳
が
秋
の
蝉
､
哀
し
い
音
色
と
い
う
伝
統
を
越
え
て
､
真
夏
の
暑
苦
し
い
蝉
の
声
を
捉
え
よ
う
と
し
て
い
た
､
あ
る
い
は

酷
暑
の
中
で
彼
と
蝉
と
は
同
じ
境
遇
を
分
か
ち
合
う
も
の
同
士
と
感
じ
て
い
た
､
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
｡

こ
こ
で
､
一
つ
､
詩
の
読
み
に
つ
い
て
､
疑
問
を
呈
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
｡
眺
合
の
蝉
は
､
間
違
い
な
く
咽
び
鳴
い
て
い
ま
す

が
､
貫
休
の
蝉
は
果
た
七
て
鳴
い
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
｡
私
は
喘
ぐ
と
い
う
表
現
を
､
断
末
魔
の
よ
う
に
鳴
く
真
夏
の
暑
苦
し
い
蝉
時

雨
と
理
解
し
ま
し
た
が
､
事
前
の
学
習
会
で
ぜ
い
ぜ
い
喘
ぐ
ば
か
り
で
鳴
く
こ
と
も
で
き
な
い
､
と
の
解
釈
が
出
さ
れ
ま
し
た
｡
そ
う
い

う
理
解
も
あ
り
え
る
は
ず
で
す
し
､
興
味
深
い
読
み
だ
と
思
い
ま
し
た
の
で
､
後
ほ
ど
､
み
な
さ
ん
の
ご
意
見
を
う
か
が
え
た
ら
と
期
待

し
て
お
り
ま
す
｡
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☆
宋
代
の
蝉
～
蘇
輯
を
中
心
に
☆

さ
て
､
で
は
結
び
に
代
え
て
宋
代
の
蝉
に
つ
い
て
少
し
言
及
し
た
い
と
思
い
ま
す
｡
中
唐
以
降
､
内
部
に
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
を
加
え
つ

つ
､
戻
っ
て
き
た
｢
蝉
｣

は
､
宋
代
以
降
は
特
段
大
き
な
変
化
を
す
る
こ
と
な
く
､
し
か
し
確
実
に

｢
悲
哀
｣
と
い
う
呪
縛
か
ら
解
き
放

た
れ
つ
つ
､
脈
々
と
描
き
出
さ
れ
て
い
ま
す
｡

ま
ず
は
蘇
輯
(
一
〇
三
六
-
二
〇
一
)

の
蝉
の
描
写
を
二
つ
取
り
上
げ
て
み
ま
し
ょ
う
｡
蘇
拭
と
い
う
詩
人
は
､
長
い
伝
統
の
中
で
培

わ
れ
た
蝉
の
さ
ま
ざ
ま
な
面
を
､
ア
レ
ン
ジ
を
加
え
つ
つ
自
在
に
描
き
出
し
て
い
ま
す
｡
長
い
タ
イ
ト
ル
で
す
が
､
｢
都
を
出
て
陳
に
寒

た
り
､
奏
る
所
の
船
上
に
小
詩
八
首
の
題
す
る
有
り
､
知
ら
ず
何
人
か
余
の
心
を
感
ぜ
し
■
め
る
者
有
る
､
研
か
為
に
之
に
和
す
､
其
一
｣

を
ご
覧
下
さ
い
■
｡
こ
の
四
句
で
全
文
で
す
｡

蘇
封
｢
出
都
来
陳
所
乗
船
上
有
題
小
詩
八
首

不
知
何
人
有
感
於
余
心
者
柳
馬
和
之
其
二
全
文
▲
(
蘇
封
詩
集
埜
ハ
)

蛙
鳴
青
草
泊

矧
矧
垂
楊
浦

吾
行
亦
偶
然

及
此
新
過
雨

蛙
が
鳴
く

水
草
茂
る
渡
し
場

蝉
が
騒
ぐ

柳
垂
れ
る
水
辺

私
が
こ
こ
に
来
た
の
も

た
ま
た
ま
な
の
だ
け
れ
ど
も

来
て
み
た
ら

通
り
雨
に
で
く
わ
し
て
気
分
さ
っ
ぱ
り

73

蛙
と
蝉
が
水
辺
で
に
ぎ
わ
し
く
鳴
い
て
い
ま
す
｡
蛙
と
蝉
が
対
に
な
っ
て
い
る
句
は
韓
愈
､
元
積
な
ど
に
先
例
が
あ
り
ま
す
が
､
こ
こ

で
は
特
に
そ
れ
ら
が
典
故
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
よ
う
で
す
｡
蘇
輯
の
コ
ミ
カ
ル
な
対
か
ら
は
､
秋
の
悲
哀
な
ど
と
は

切
り
離
さ
れ
た
明
る
い
世
界
を
措
こ
う
と
い
う
詩
人
の
姿
勢
が
垣
間
見
え
ま
す
｡
偶
然
訪
れ
た
場
所
､
た
ま
た
ま
出
く
わ
し
た
通
り
雨
｡

そ
し
て
す
っ
き
り
と
清
々
し
い
気
分
｡
詩
人
は
羊
土
語
を
さ
ら
に
軽
や
か
に
し
た
よ
う
な
心
地
よ
い
暑
さ
の
中
に
い
て
､
そ
の
暑
さ
自
体

を
楽
し
ん
で
い
る
よ
う
で
す
｡
羊
士
誇
の
清
ら
か
な
暑
さ
に
比
べ
て
も
､
蘇
覇
の
蝉
の
働
き
は
ず
っ
と
重
要
で
､
清
々
し
さ
を
構
成
す
る
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大
き
な
要
素
の
一
つ
に
な
っ
て
い
ま
す
｡

も
う
一
首
は
詞
で
す
が

｢
魔
境
天
｣

全文

林
断
山
明
竹
陰
括

副
矧
衰
草
小
池
塘

翻
空
白
鳥
時
時
見

照
水
紅
葉
細
細
香

｢
頗
鴇
天
｣

を
ご
覧
下
さ
い
｡

(
東
披
禁
府
巻
上
)

林
は
途
切
れ

山
は
明
る
く

乱
れ
鳴
く
蝉

枯
れ
ゆ
く
草

空
を
ひ
ら
り
と
舞
う
白
い
鳥

ノ

水
に
照
り
映
え
る
紅
い
蓮
の
花

竹
は
据
を
隠
し

小
さ
な
池

隠
れ
て
は
ま
た
見
え
て

ひ
そ
や
か
に
香
る

村
舎
外

古
城
穿

杖
黎
徐
歩
樽
斜
陽

殿
勤
昨
夜
三
更
雨

又
得
浮
生
一
日
涼

枯
れ
か
け
の
草
｢
衰
草
｣

村
里
の
外

古
ぼ
け
た
城
壁
の
あ
た
り

杖
を
突
い
て

の
ん
び
り
歩
け
ば

陽
は
さ
ら
に
西
に
傾
く

心
に
優
し
い

昨
日
の
深
夜
の
雨

ま
た
手
に
入
れ
た

浮
き
世
の
暮
ら
し
に
一
日
の
涼
し
さ

(
4
)

と
と
も
に
乱
れ
鳴
き
降
り
注
ぐ
蝉
時
雨
｡
こ
こ
に
描
か
れ
た
蝉
は
､
秋
の
気
配
の
中
に
あ
り
ま
す
｡
で
す
が
､

詩
人
の
心
は
郷
愁
や
老
い
へ
の
愁
い
に
閉
ざ
さ
れ
て
､
秋
の
物
思
い
に
耽
る
…
…
と
思
い
き
や
､
少
な
く
と
も
蘇
輔
は
そ
の
作
品
中
に
お

の
れ
の
愁
い
を
訴
え
は
し
ま
せ
ん
｡
蝉
の
声
に
愁
い
を
触
発
さ
れ
た
､
と
書
く
べ
き
詩
の
伝
統
を
う
ち
捨
て
て
､
蘇
覇
は
た
だ
秋
の
風
物

詩
と
し
て
､
池
の
端
で
鳴
く
秋
の
蝉
を
措
い
て
い
る
の
で
す
｡
蘇
覇
は
､
夏
の
蝉
を
悲
哀
か
ら
解
放
し
た
だ
け
で
な
く
､
秋
の
蝉
ま
で
も

悲
哀
か
ら
解
放
し
て
し
ま
い
ま
し
た
｡

蘇
賦
の
詞
や
詩
で
の
｢
蝉
｣
併
用
例
は
合
計
一
六
例
で
あ
り
ま
す
｡
も
っ
と
も
､
断
片
的
に
し
か
残
っ
て
い
な
い
句
は
数
に
含
め
て
い

ま
せ
ん
｡
そ
の
一
六
例
を
大
雑
把
に
三
つ
に
分
類
す
る
と

(
一
つ
の
詩
句
に
い
ろ
い
ろ
な
要
素
が
含
ま
れ
る
の
で
厳
密
に
分
類
す
る
こ
と
は
難
し
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い
の
で
す
苧
秋
の
蝉
は
六
例
､
夏
の
蝉
は
五
例
､
高
潔
な
隠
者
や
道
教
的
寓
意
を
持
つ
蝉
は
五
例
と
､
見
事
に
バ
ラ
ン
ス
良
く
措
き
分

け
ら
れ
て
い
ま
す
｡
蘇
拭
ほ
ど
バ
ラ
ン
ス
良
く
さ
ま
ざ
ま
な
蝉
を
措
い
た
詩
人
は
特
異
な
例
で
し
ょ
う
し
､
こ
の
分
頬
白
体
､
読
む
人
に

人
に
よ
っ
て
大
き
く
数
が
変
わ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
､
唐
代
に
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
か
っ
た
夏
の
蝉
を
含
め
た
､
三
つ
の
要
素
を
ど
れ

も
積
極
的
に
取
り
入
れ
て
い
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
｡

宋
代
の
蝉
に
は
他
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
新
し
い
表
現
が
見
ら
れ
ま
す
｡

陸済

(
二
二
五
1
一
二
一
〇
)

｢
六
月
一
日
嘆
願
｣
部
分
(
創
南
詩
稿
巷
四
三
)

視
夜
明
星
高

夜
空
を
見
れ
ば

明
け
の
明
星
は
高
く
輝
き

矧
聾
満
庭
樹

蝉
の
声
は

庭
の
木
々
に
満
ち
あ
ふ
れ
て
響
く

張
未
(
一
〇
五
四
-
二
一
四
)

｢
六
月
五
日
苦
暑
｣

(
全
宋
詩
巷
一
一
八
〇
)

炎
炎
甫
物
息

じ
り
じ
り
と
灼
け
る
よ
う
な
暑
さ

万
物
は
じ
っ
と
息
を
潜
め

聴
耳
唯
鳴
矧

耳
を
騒
が
す
は

た
だ
蝉
の
声
だ
け

陸潜

｢
歳
晩
.
又
｣
部
分
(
剣
南
詩
稿
巻
四
一
)

花
前
鯨
吸
猶
堪
酒

花
の
前
で
鯨
飲
し
て
も

ま
だ
ま
だ
酒
は
飲
め
る

薗
底
矧
噺
未
麿
詩

窓
辺
に
蝉
の
喚
き

い
ま
だ
に
詩
作
を
や
め
な
い

陸
済
の

｢
六
月
一
日
暁
賦
｣

は
､
明
け
方
､
ま
だ
暗
い
う
ち
に
鳴
き
始
め
る
蝉
で
す
｡
ま
だ
夏
の
盛
り
で
あ
り
､
こ
れ
か
ら
暑
さ
を
予

感
さ
せ
る
早
朝
の
蝉
は
､
秋
や
郷
愁
､
老
い
へ
の
予
感
と
は
無
縁
の
､
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
満
ち
た
も
の
だ
と
言
え
る
で
し
ょ
う
｡

ま
た
張
采
の

｢
六
月
五
日
苦
暑
｣
と
な
る
と
､
文
字
通
り
の
酷
暑
を
描
き
出
す
と
き
に
蝉
が
選
ば
れ
て
い
ま
す
｡
貫
休
の
措
こ
う
と
し

た
暑
さ
と
共
通
す
る
も
の
が
あ
り
ま
す
｡
や
は
り
､
松
浦
先
生
が
ご
指
摘
な
さ
っ
て
い
る
よ
う
に
､
夏
の
感
慨
･
感
傷
と
い
う
も
の
は
特
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に
な
く
､
た
だ
夏
に
は
暑
さ
､
あ
る
い
は
そ
の
最
中
の
ち
ょ
っ
と
し
た
涼
し
さ
と
い
う
生
理
的
感
覚
を
措
く
は
か
な
い
よ
う
で
す
｡

も
う
一
首
､
陸
済
の
｢
歳
晩
｣
で
す
が
､
こ
れ
は
な
ん
と
冬
の
蝉
を
措
い
て
い
ま
す
｡
も
ち
ろ
ん
､
冬
に
蝉
が
実
在
す
る
は
ず
は
な
く
､

老
い
て
な
お
詩
を
作
り
続
け
る
自
ら
の
姿
を
､
冬
に
な
っ
て
も
鳴
き
続
け
る
う
る
さ
い
蝉
と
描
き
出
し
､
椰
輸
し
て
い
る
句
な
の
で
す
が
､

こ
こ
【
で
は
韓
愈
の

｢
士
を
薦
む
｣

と
い
う
詩
を
踏
ま
え
て
い
ま
す
｡

韓
愈
｢
藩
士
｣
(
全
唐
詩
■
讐
≡
七
)

斉
梁
及
陳
隋

斉
梁
か
ら
陳
隋
に
か
け
て

愚
作
等
矧
嘆

誰
も
彼
も
が
詩
を
作
っ
て
蝉
が
歌
い
喚
く
よ
ケ
だ
っ
た

六
朝
後
半
の
文
学
は
蝉
が
集
ま
っ
て
鳴
き
喚
い
て
い
る
よ
う
だ
､
と
い
う
韓
愈
の
南
朝
文
学
へ
の
批
判
表
現
を
逆
手
に
と
つ
て
､
自
ら

の
姿
に
重
ね
て
い
る
の
で
す
｡

夏
の
も
の
で
あ
る
べ
き
蝉
が
冬
に
鳴
い
て
い
る
よ
う
に
､
老
い
て
も
ま
だ
詩
作
に
し
が
み
つ
い
て
い
る
自
分
自
身
､
そ
し
て
低
俗
な
文

学
の
象
徴
と
し
て
措
か
れ
た
騒
が
し
い
蝉
に
自
ら
を
重
ね
合
わ
せ
て
､
詩
人
は
実
際
に
年
の
瀬
を
迎
え
､
人
生
の
暮
れ
を
迎
え
よ
う
と
し

て
い
ま
す
｡
こ
れ
は
､
韓
愈
の
比
喩
を
典
故
と
し
て
用
い
る
以
上
の
､
蝉
の
措
か
れ
方
の
伝
統
を
巧
に
逆
手
に
取
っ
た
パ
ン
チ
の
効
い
た

句
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
｡

宋
代
の
蝉
は
､
中
庸
以
降
の
順
調
な
発
展
の
上
に
あ
る
と
同
時
に
､
真
夏
の
蝉
を
復
活
さ
せ
､
ま
た
新
た
に
さ
ま
ざ
ま
な
表
現
を
生
み

出
し
て
い
き
ま
し
た
｡

こ
こ
で
取
り
上
げ
た
作
品
は
ほ
ん
の
わ
ず
か
で
す
し
､
私
も
ま
だ
全
て
の
蝉
作
品
を
読
破
し
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
｡
蝉
を
措
く
こ

と
が
持
つ
意
味
､
あ
る
い
は
詩
人
に
よ
っ
て
持
た
さ
れ
る
意
味
は
､
時
代
に
よ
っ
て
大
き
な
変
化
を
遂
げ
ま
し
た
｡
夏
の
蝉
と
い
う
､
日

本
人
に
と
つ
て
は
当
然
の
よ
う
で
､
実
は
唐
詩
の
世
界
で
は
特
異
な
存
在
で
あ
っ
た
｢
真
夏
の
風
物
詩
｣

は
､
中
唐
以
降
､
次
第
に
復
権

し
て
ゆ
き
ま
す
｡
そ
れ
は
も
と
も
と
､
『
詩
経
』
や
『
薩
記
』
に
あ
っ
た
季
節
感
に
戻
る
だ
け
で
な
く
､
そ
こ
に
至
る
ま
で
に
蓄
積
さ
れ
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て
き
た
さ
患
ざ
ま
な
要
素
を
受
け
止
め
つ
つ
､
新
し
い
蝉
の
表
現
を
､
獲
得
し
た
と
も
言
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
｡

ご
質
問
､
ご
意
見
な
ど
､
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
､
ぜ
ひ
､
お
願
い
い
た
し
ま
す
｡

(
討
論
)

大
山
=
は
じ
め
に
､
本
当
に
そ
う
か
し
ら
と
感
じ
る
の
は
､
.
中
国
文
学
の
中
か
ら
消
え
で
し
ま
っ
た
と
い
う
の
は
､
真
夏
の
蝉
?

高
芝
‥
ノ
周
代
文
学
だ
と
む
し
ろ
､
真
夏
の
蝉
の
方
が
多
く
見
ら
れ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
｡

大
山
=
と
す
る
と
?

高
芝
=
私
が
申
し
上
げ
た
か
っ
た
の
は
､
真
夏
の
蝉
は
､
初
唐
盛
唐
の
辺
り
で
は
､
少
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
と
､
川
合
先
生
の

論
文
を
拝
読
し
た
限
り
で
す
と
､
秋
の
蝉
の
方
が
多
い
と
い
う
こ
と
､
こ
れ
は
古
典
文
学
の
中
で
す
が
､
そ
う
い
う
事
実
の
指
摘
で
す
｡

大
山
=
で
は
､
今
日
の
全
て
の
議
論
は
､
古
典
の
こ
と
､
そ
れ
も
宋
代
ま
で
?

高
芝
=
宋
代
ま
で
し
か
､
私
は
確
認
で
き
て
い
な
い
の
で
､
現
代
文
学
に
づ
い
て
は
､
ご
め
ん
な
さ
い
､
分
か
ら
な
い
の
で
す
が
｡

大
山
=
そ
う
で
す
か
､
分
か
り
ま
し
た
｡
そ
う
す
る
と
､
私
は
少
し
納
得
し
て
き
ま
し
た
｡

高
芝
=
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
｡

大
山
=
そ
れ
か
ら
蝉
の
名
前
と
鳴
き
声
を
､
資
料
に
い
っ
ぱ
′
い
出
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
｡
た
だ
し
､
お
そ
ら
く
も
っ
と
も
っ
と
あ
る
と

思
い
ま
す
｡

高
芝
=
す
ご
く
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
｡
私
が
見
付
け
た
も
の
の
､
三
分
の
一
く
ら
い
し
か
書
い
て
な
い
ん
で
す
｡

大
山
‥
そ
う
で
す
よ
ね
｡
現
代
語
の
中
に
は
､
｢
知
了
｣
と
い
う
の
を
出
し
て
く
れ
ま
し
た
け
れ
ど
､
私
は
最
初
に
､
蝉
は
子
供
の
頃
い
っ

ぱ
い
取
っ
て
遊
ん
だ
け
れ
ど
､
ど
う
し
て
こ
の
発
音
を
し
た
こ
と
が
な
い
ん
だ
ろ
う
と
苦
し
く
て
､
一
生
懸
命
､
自
分
が
子
供
の
頃
､
蝉
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を
ど
う
い
う
風
に
呼
ん
で
い
た
か
考
え
て
､
や
っ
と
思
い
出
し
ま
し
た
｡
そ
の
発
音
は
｢
N
h
i
告
i
a
O
巴
と
い
う
ん
で
す
｡
｢
知
了
｣
と
は

似
て
い
る
ん
で
す
け
ど
､
ど
う
い
う
漢
字
を
書
く
か
､
私
は
書
い
た
こ
と
も
な
い
し
､
分
か
り
ま
せ
ん
｡
で
す
が
､
｢
N
h
i
告
i
a
O
巴
と
い

う
の
は
北
京
の
言
葉
で
.
す
｡
東
北
の
中
国
人
の
先
生
に
聞
い
た
ら
､
｢
m
i
n
g
盆
e
r
皇

っ
て
言
う
そ
う
で
す
｡
で
は
漢
字
は
何
で
す
か
?

と
聞
い
た
ら
､
そ
の
先
生
は

｢
い
や
､
分
か
り
ま
せ
ん
け
ど
､
m
i
n
g
A
は
お
そ
ら
く
､
命
の
m
i
n
思
で
し
ょ
う
｣

っ
て
｡
つ
ま
り
｢
助

け
て
ー
･
命
を
助
け
て
!
｣

と
い
う
意
味
で
鳴
い
て
い
る
と
い
う
ふ
う
に
聞
い
た
ん
で
す
よ
ね
｡

そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
､
蝉
が
ど
う
い
う
風
に
文
学
作
品
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
か
で
す
ね
｡
今
日
は
現
代
文
学
と
は
関
係
な
い
か
ら
､

私
が
言
お
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
､
的
は
ず
れ
な
ん
で
す
が
､
現
代
だ
と
蝉
の
季
節
は
確
か
に
夏
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
､
季
節
よ
り
も

ず
っ
と
強
い
も
の
は
気
持
ち
､
そ
れ
も
清
ら
か
な
ん
て
こ
と
と
は
全
く
関
係
な
く
､
苛
立
ち
と
か
焦
り
と
か
､
そ
う
い
う
感
情
が
､
蝉
の

声
に
込
め
ら
れ
て
い
る
｡
だ
か
ら
､
思
い
出
す
の
は
､
大
戦
直
前
の
静
ま
り
か
え
っ
た
空
気
の
中
で
､
そ
の
｢
N
h
i
含
i
a
O
巴
が
ジ
ー
ジ
ー

ジ
ー
ジ
ー
と
鳴
く
七
い
う
よ
う
な
場
面
で
す
｡
だ
か
ら
今
読
ん
だ
挑
合
か
ら
貫
休
､
そ
れ
か
ら
張
呆
､
そ
の
辺
り
の
蝉
が
う
る
さ
い
と
い

う
詩
を
見
る
と
､
あ
あ
､
こ
う
い
う
表
現
は
ち
ゃ
ん
と
古
典
の
中
に
あ
る
ん
だ
､
と
思
う
わ
け
で
す
｡
む
し
ろ
私
た
ち
､
特
に
私
の
感
覚

と
し
て
は
､
こ
う
い
う
も
の
を
受
け
継
い
だ
ん
で
す
ね
｡
で
す
か
ら
､
季
節
を
感
じ
る
と
い
う
よ
り
も
､
生
理
感
覚
と
直
接
に
結
び
つ
い

て
い
る
と
感
じ
て
い
ま
す
｡

高
芝
=
苛
立
ち
や
焦
り
と
い
う
の
は
暑
さ
に
由
来
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
か
?

大
山
∵
た
と
え
ば
､
山
の
中
で
道
に
迷
っ
て
､
一
人
で
お
ろ
お
ろ
し
て
い
る
と
き
､
人
の
気
配
も
全
く
な
い
山
道
で
､
蝉
の
声
が
｢
ジ
ー

ジ
ー
｣

と
聞
こ
え
て
く
る
｡
す
る
と
､
｢
あ
あ
道
は
ど
こ
だ
?
ど
こ
だ
?
｣

と
い
う
､
そ
う
い
う
焦
り
や
苛
立
ち
で
す
｡
映
画
や
ラ
ジ

オ
で
は
､
こ
う
い
う
組
み
合
わ
せ
が
よ
く
あ
る
と
思
い
ま
す
｡
戦
争
の
映
画
で
す
と
､
日
本
軍
が
も
う
そ
ろ
そ
ろ
入
っ
て
く
る
｡
そ
し
て

八
路
軍
が
待
ち
受
け
て
い
る
｡
非
常
に
緊
張
し
て
､
そ
の
時
間
が
あ
ま
り
に
も
長
く
て
耐
え
ら
れ
な
い
｡
そ
う
い
う
感
じ
を
蝉
の
声
が
効

果
的
に
表
現
し
て
い
る
と
い
う
例
が
あ
る
と
思
い
ま
す
｡
以
上
で
す
｡
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高
芝
=
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
｡

戸
倉
=
こ
れ
は
勉
強
会
の
時
は
気
づ
か
な
か
っ
た
の
で
す
が
､
羊
土
讃
の
詩
に
出
て
く
る
｢
清
暑
｣
は
､
｢
暑
さ
を
清
め
る
｣
で
し
ょ
う
｡

｢
清
暑
｣
と
い
う
言
葉
は
詩
に
は
少
な
い
と
い
う
こ
と
で
し
た
が
､
確
か
賦
の
タ
イ
ト
ル
で
｢
清
暑
の
賦
｣
と
い
う
の
が
あ
っ
た
と
思
い

ま
す
｡
次
の

｢
軒
を
満
た
す
｣

と
い
う
語
と
対
に
な
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
ら
｡

高
芝
=
あ
､
そ
う
で
す
塗
そ
う
す
る
と
｢
宜
し
く
暑
さ
を
摘
む
べ
し
｣
…
…

戸
倉
=
そ
う
で
す
ね
｡
清
ら
か
な
暑
さ
と
読
む
と
､
ち
ょ
っ
と
違
う
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
｡

高
芝
=
で
も
､
暑
さ
を
清
め
る
役
割
と
し
て
､
蓮
の
花
の
他
に
蝉
の
声
が
機
能
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
は
?

戸
倉
=
蝉
の
声
ま
で
機
能
し
て
い
る
と
書
い
て
あ
る
で
し
ょ
う
か
?
主
に
こ
れ
は
蓮
の
花
の
露
や
香
り
が
暑
さ
を
清
め
て
く
れ
る
と
い

う
こ
と
で
す
よ
ね
｡
暑
さ
を
こ
う
､
耐
え
や
す
い
も
の
と
し
て
く
れ
る
と
｡

高
芝
=
そ
う
で
す
ね
｡

戸
倉
=
蝉
は
さ
か
ん
に
鳴
い
て
い
る
け
れ
ど
､
そ
れ
を
､
邪
魔
は
し
て
い
な
い
よ
う
で
す
ね
｡

高
芝
=
で
は
､
暑
さ
を
増
幅
す
る
装
置
と
し
て
蝉
が
措
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
?

戸
倉
=
で
は
な
さ
そ
う
で
す
ね
｡
蝉
の
声
が
､
｢
清
暑
｣

の
働
き
を
し
て
い
る
と
ま
で
は
､
書
い
て
い
な
い
よ
う
で
す
が
､
そ
れ
を
妨
げ

て
い
る
よ
う
で
も
な
い
｡

高
芝
=
今
の
と
こ
ろ
を
補
足
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
､
羊
士
誇
の
作
品
で
も
う
一
つ
｢
清
暑
｣
､
｢
暑
さ
を
清
め
る
｣
と
い
う
句
が
あ
る
と
い

う
ふ
う
に
ご
報
告
し
た
の
で
す
が
､
そ
れ
は
レ
ジ
ュ
メ
に
引
い
て
い
ま
せ
ん
｡
こ
れ
は
蝉
が
暑
さ
を
清
め
る
の
だ
ろ
う
と
い
う
部
分
な
の

で
､
黒
板
に
書
き
ま
す
｡
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(
板
書
)
風
蝉
一
滴
暑

應
毒
腺
朝
轡

高
芝
=
こ
れ
だ
と
､
｢
風
と
膵
の
声
が
ひ
と
え
に
暑
さ
を
清
め
て
｣
と
い
う
よ
う
に
､
暑
さ
を
清
め
る
も
の
が
蝉
の
声
で
あ
る
と
読
め
る

と
思
い
ま
す
｡
㌔

戸
倉
･
｣
そ
の
詩
の
､
タ
イ
ト
ル
は
?

高
芝
=
…
…
ご
め
ん
な
さ
い
｡
タ
イ
ト
ル
を
控
え
て
き
て
な
い
か
も
し
れ
な
い
で
す
｡

川
合
=
｢
風
蝉
｣

は
風
と
蝉
で
は
な
く
､
｢
風
膵
｣

で
は
な
■
い
で
し
ょ
う
か
｡

高
芝
=
風
と
蝉
と
私
は
読
ん
で
い
た
ん
で
す
が
､
｢
風
蝉
｣

で
一
つ
で
す
か
?

川
合
=
風
に
乗
っ
て
蝉
の
声
が
聞
こ
え
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
で
す
か
｡

高
芝
=
そ
う
で
す
ね
｡
私
の
考
え
て
い
た
の
も
だ
い
た
い
そ
ん
な
感
じ
で
す
｡
次
の
句
は
｢
應
に
喜
び
て
朝
轡
を
脱
が
ん
と
す
｣
な
ん
で

し
ょ
う
か
｡

戸
倉
=
朝
管
を
脱
ぐ
と
は
ど
う
い
う
意
味
で
す
か
?

高
芝
=
き
ち
っ
と
調
べ
て
い
な
い
の
で
す
が
､
｢
朝
替
｣
は
宮
仕
え
の
堅
苦
し
い
衣
裳
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
象
徴
し
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
思
う
の
で
､
何
か
解
放
感
を
読
み
と
れ
ば
良
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
｡
ち
ゃ
ん
と
全
文
を
引
っ
張
っ
て
く
れ
ば
良
か
っ
た

ん
で
す
け
れ
ど
､
手
元
の
メ
モ
で
十
文
字
し
か
ま
と
め
て
な
い
の
で
､
申
し
訳
な
い
で
す
｡

川
合
‥
蝉
の
鳴
き
声
と
解
放
感
が
､
繋
が
っ
て
い
る
と
い
う
読
み
方
は
､
た
ぶ
ん
そ
れ
で
よ
い
で
し
ょ
う
ね
｡

川
合
=
こ
の
論
文
を
書
く
か
書
か
な
い
か
､
そ
の
こ
ろ
で
す
け
れ
ど
も
､
台
湾
の
清
華
大
学
で
､
講
演
に
使
っ
た
ん
で
す
ね
｡
そ
し
た
ら
､

そ
こ
の
若
い
人
た
ち
が
一
斉
に
｢
台
湾
で
は
蝉
は
夏
鳴
く
｣
と
言
い
出
し
て
､
そ
し
た
ら
そ
こ
の
先
生
が
｢
い
や
､
文
学
の
中
で
は
秋
な

ん
だ
上
と
言
っ
て
(
一
同
笑
い
)
､
そ
の
と
き
は
そ
こ
で
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
､
僕
も
な
ん
と
な
く
そ
の
辺
り
か
ら
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気
が
答
め
て
お
り
ま
し
て
､
今
日
の
発
表
を
聞
い
て
､
そ
の
後
の
展
開
が
分
か
り
ま
し
た
｡

ま
ず
､
こ
う
い
う
経
験
は
初
め
て
で
す
の
で
､
非
常
に
感
激
す
る
の
は
で
す
ね
､
僕
は
書
い
た
も
の
な
ん
て
､
誰
も
読
ん
で
く
れ
て
な

い
と
思
っ
て
ま
し
て

(
笑
い
声
)
､
こ
の
論
文
に
つ
い
て
は
､
お
一
人
だ
け
､
読
ん
だ
こ
と
が
分
か
っ
た
方
が
い
た
ん
で
す
が
､
と
い
う

の
は
､
｢
こ
れ
を
載
せ
た
『
文
学
報
』
が
出
た
直
後
に
で
す
ね
､
振
替
用
紙
っ
て
い
う
､
お
金
送
っ
て
も
ら
う
紙
が
あ
る
ん
で
す
が
､
そ
れ

を
使
っ
て
､
戸
川
芳
郎
先
生
が
で
す
ね
､
｢
俺
の
論
文
を
読
ん
で
な
い
｣
と
書
い
て
こ
ら
れ
ま
し
て

(
笑
い
声
)
､
慌
て
て
見
た
ら
､
蝉
の

飾
り
と
士
大
夫
の
寓
意
に
つ
い
て
の
と
て
も
詳
し
い
論
文
を
も
う
す
で
に
戸
川
先
生
が
書
か
れ
て
い
ま
し
た
｡
そ
う
い
う
考
証
と
は
中
味

が
違
う
の
で
､
引
か
な
か
っ
た
の
は
失
礼
で
す
け
れ
ど
も
､
あ
ま
り
大
き
な
変
更
は
な
か
っ
た
ん
で
す
が
､
ま
ぁ
そ
う
い
う
よ
う
に
､
全

然
､
読
ま
れ
て
い
な
い
と
思
っ
て
い
た
も
の
を
､
こ
う
や
っ
て
丁
寧
に
読
ん
で
い
た
だ
い
■
て
､
し
か
も
そ
れ
を
元
に
考
え
て
く
だ
さ
っ
て
､

事
前
の
勉
強
会
ま
で
し
て
い
た
だ
い
た
と
い
う
の
は
､
そ
れ
だ
け
で
た
い
へ
ん
嬉
し
い
で
す
｡
お
っ
し
ゃ
る
こ
と
は
､
要
す
る
に
羊
土
語

あ
た
り
か
ら
､
夏
の
日
の
快
さ
が
､
一
つ
の
詩
の
題
材
と
し
て
詠
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
､
そ
の
と
き
に
蝉
が
出
て

く
る
わ
け
で
す
ね
｡
蝉
が
夏
の
描
写
の
一
つ
の
材
料
と
し
て
出
て
く
る
わ
け
で
す
｡
こ
れ
も
､
昨
日
講
義
で
出
た
話
と
む
り
や
り
こ
じ
つ

け
る
と
､
中
庸
以
後
か
ら
､
詩
の
中
で
扱
う
抒
情
の
形
が
多
様
化
し
て
ゆ
く
｡
そ
れ
ま
で
は
､
決
ま
っ
た
抒
情
形
態
し
か
歌
え
な
い
か
ら
､

蝉
は
秋
の
蝉
に
決
ま
っ
て
い
ま
し
た
が
､
そ
こ
か
ら
は
ず
れ
た
こ
と
も
詠
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
､
そ
う
い
う
一
つ
の
表
れ
か
も
知
れ

ま
せ
ん
ね
｡
そ
れ
か
ら
宋
代
以
後
､
蝉
が
悲
哀
か
ら
解
き
放
た
れ
る
と
い
う
ふ
う
に
言
わ
れ
ま
し
た
が
､
論
文
を
書
い
た
当
時
､
さ
っ
と

見
た
感
じ
で
は
､
詞
の
中
で
は
物
寂
し
い
､
哀
れ
な
蝉
と
い
う
の
が
､
非
常
に
決
ま
っ
た
パ
タ
ー
ン
と
し
て
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
し
た
｡

蘇
封
の
蝉
が
そ
う
で
な
い
と
い
う
の
は
､
や
は
り
蘇
覇
が

｢
豪
放
派
｣

と
言
わ
れ
る
か
ら
で
は
な
い
か
な
､
と
思
い
ま
し
た
｡

そ
れ
か
ら
陸
済
の
冬
の
蝉
が
出
て
き
ま
し
た
｡
誰
だ
っ
た
か
､
冬
の
蝿
も
こ
う
い
う
風
に
使
っ
て
い
る
の
が
あ
っ
て
､
冬
の
蝿
と
冬
の

蝉
と
い
う
の
は
､
お
そ
ら
く
同
じ
よ
う
な
捉
え
方
が
あ
る
と
患
う
ん
で
す
ね
ノ
｡
そ
れ
か
ら
大
山
さ
ん
が
指
摘
さ
れ
た
､
現
代
に
於
け
る
蝉

は
､
高
湿
な
ん
て
も
の
じ
ゃ
な
く
て
､
騒
が
し
い
､
苛
々
す
る
も
の
で
あ
る
､
と
い
う
ふ
う
に
言
わ
れ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
､
蝉
の
そ
う
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い
う
方
向
を
､
た
ぶ
ん
最
初
に
指
摘
し
た
の
は
韓
愈
だ
と
思
う
ん
で
す
ね
｡
で
､
こ
れ
は
勝
手
な
推
測
な
ん
で
す
が
､
も
し
か
し
た
ら
､

蝉
を
騒
が
し
い
も
の
と
し
て
捉
え
る
の
は
ず
っ
と
昔
か
ら
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
｡
た
だ
､
出
て
こ
な
い
｡
普
通
▼
の
士
大

夫
が
捉
え
る
と
､
･
露
を
飲
む
高
潔
な
も
の
と
い
う
捉
え
方
だ
け
が
出
て
き
て
､
だ
け
ど
そ
の
下
の
方
で
は
､
や
か
ま
し
い
も
の
と
い
う
見

方
も
ず
っ
と
あ
っ
て
､
そ
れ
が
韓
愈
あ
た
り
か
ら
ぽ
こ
つ
と
世
て
き
た
｡
そ
し
て
今
は
こ
ち
ら
の
流
れ
が
は
っ
き
り
見
え
る
と
い
う
風
に

考
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
で
す
ね
｡

戸
倉
=
詞
の
中
で
蝉
が
哀
し
い
と
い
う
の
は
､
そ
れ
は
や
は
り
声
が
で
す
か
?

川
合
=
そ
う
で
す
ね
､
や
は
り
声
が
主
で
し
ょ
う
ね
｡
だ
と
し
た
ら
､
や
は
り
秋
の
蝉
で
な
い
と
ね
｡

高
芝
=
私
が
見
た
限
り
､
詞
の
中
に
出
て
く
る
蝉
は
､
夕
陽
と
セ
ッ
ト
に
な
っ
七
い
る
こ
と
が
多
く
､
蝉
が
か
し
ま
し
く
鳴
い
て
夕
陽
が

傾
く
と
い
う
組
み
合
わ
せ
が
た
く
さ
ん
見
ら
れ
た
の
で
､
そ
う
い
う
意
味
で
は
､
川
合
先
生
が
お
っ
し
ゃ
る
通
り
､
類
型
化
と
い
う
の
は

古
川
卜
僕
の
理
解
が
間
違
っ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
､
お
話
を
聞
い
て
､
初
盛
唐
だ
け
が
夏
の
蝉
が
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
､

な
ん
と
な
く
変
だ
な
と
い
う
感
じ
を
受
け
ま
し
た
｡
今
ま
で
の
常
識
で
す
と
､
だ
い
た
い
六
朝
の
伝
統
を
初
唐
盛
唐
ま
で
継
承
し
て
､
中

愚
か
ら
変
化
す
る
と
い
う
図
式
だ
っ
た
と
思
う
ん
で
す
が
､
そ
う
で
は
な
く
て
､
晋
宋
ま
で
は
夏
の
蝉
の
伝
統
が
あ
る
ん
で
す
か
?
初

唐
盛
唐
で
夏
の
蝉
が
な
く
な
っ
て
､
中
唐
以
降
､
復
権
し
た
と
な
る
と
､
な
ん
と
な
く
今
ま
で
知
っ
て
い
た
図
式
か
ら
ず
れ
る
な
ぁ
と
思

う
ん
で
す
が
｡

高
芝
=
図
式
化
す
る
な
ら
ば
､
『
詩
経
』
ぁ
こ
ろ
に
は
夏
に
う
る
さ
か
っ
た
の
が
､
六
朝
期
に
ぐ
つ
と
下
が
っ
て
､
初
盛
唐
に
底
辺
に
行
っ

て
か
ら
､
中
唐
か
ら
ま
た
復
帰
す
る
と
い
う
流
れ
な
ん
だ
と
思
い
ま
す
｡
▼
だ
か
ら
六
朝
の
辺
り
に
も
順
調
に
減
っ
て
い
た
ん
だ
と
思
い
ま

す｡
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古
川
‥
そ
れ
セ
は
､
六
朝
に
も
秋
の
蝉
が
優
勢
な
の
で
し
ょ
う
か
｡

高
芝
=
え
え
､
そ
う
で
す
ね
､
初
盛
唐
に
比
べ
れ
ば
ま
し
だ
け
れ
ど
も
､
や
は
り
秋
の
蝉
の
方
が
多
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
L
で
す
ね
｡

ご
説
明
が
足
り
な
く
て
す
み
ま
せ
ん
｡

梶
村
=
私
の
質
問
は
大
し
た
こ
と
じ
や
な
い
ん
で
す
が
､
桃
合
と
貫
休
で
す
か
､
高
芝
さ
ん
は
こ
の
蝉
は
､
本
来
は
秋
に
出
て
く
る
は
ず

の
も
の
が
､
夏
に
出
て
き
て
し
ま
っ
て
､
暑
さ
で
む
せ
い
で
い
る
､
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
な
ん
で
す
か
?
そ
れ
と
も
夏
に
出
て
く
る
べ
き

も
の
､
暑
き
は
平
気
な
は
ず
の
蝉
が
､
そ
れ
で
す
ら
､
あ
え
い
で
い
る
と
い
う
､
そ
う
い
う
イ
メ
ー
ジ
な
の
で
す
か
?
こ
れ
は
私
は
､
秋

の
蝉
で
､
そ
れ
が
間
違
え
て
､
夏
に
出
て
き
て
し
ま
っ
て
､
｢
あ
あ
､
暑
い
｣

と
言
っ
て
､
む
せ
い
で
い
る
､
鳴
い
て
い
る
か
鳴
い
て
い

な
い
か
は
よ
く
分
か
ら
な
い
ん
で
す
が
､
そ
う
い
う
イ
メ
ー
ジ
な
の
か
な
と
､
思
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
｡

高
芝
=
で
も
､
詩
の
中
で
秋
の
蝉
し
か
描
か
れ
な
か
っ
た
と
し
て
も
､
実
際
に
蝉
は
夏
で
も
鳴
い
て
た
は
ず
だ
と
思
う
ん
で
す
よ
｡
初
盛

唐
期
は
夏
の
蝉
は
鳴
か
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
と
､
そ
ん
な
わ
け
は
な
い
と
思
う
の
で
､
だ
か
ら
中
居
に
な
る
と
そ
う
い
う
も
の
を
詩
に

措
く
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
だ
け
で
､
別
に
こ
れ
は
秋
の
蝉
を
夏
に
見
付
け
て
､
｢
わ
ぁ
可
哀
想
だ
｡
暑
そ
う
だ
｡
｣
と
思
っ
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
と
､
私
は
思
い
ま
す
｡

梶
村
‥
そ
う
す
る
と
､
ど
う
な
ん
で
す
か
ね
?
夏
の
暑
さ
も
知
っ
て
い
る
は
ず
の
蝉
も
鳴
け
な
い
ぐ
ら
い
､
暑
い
ー
･
あ
あ
､
私
も
そ
れ

は
良
い
と
思
う
ん
で
す
け
ど
､
で
も
､
秋
の
蝉
っ
て
い
う
解
釈
も
で
き
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
ぁ
と
は
思
い
ま
す
｡
そ
こ
は
ま
だ
､
私
は
納

得
で
き
な
い
｡

戸
倉
‥
こ
こ
は
秋
に
読
ま
な
く
て
も
良
い
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
｡
む
し
ろ
夏
の
蝉
な
の
に
､
蝉
さ
え
も
､
暑
く
て
あ
え
い
で
い
る
方
が
夏

の
暑
さ
が
強
調
さ
れ
る
｡

梶
村
=
夏
に
､
暑
さ
に
も
め
げ
ず
に
鳴
い
て
い
る
蝉
は
､
そ
れ
ま
で
の
例
で
あ
ま
り
な
い
､
挙
が
っ
て
な
い
で
す
よ
ね
｡
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高
芝
=
蝉
は
秋
の
も
の
だ
､
と
い
う
前
提
が
あ
っ
た
か
ら
､
蝉
が
鳴
い
た
ら
涼
し
く
な
る
と
い
う
お
約
束
が
詩
の
描
き
方
と
し
て
あ
っ
た

と
思
う
ん
で
す
ね
｡
だ
か
ら
､
初
盛
唐
だ
と
暑
さ
に
め
げ
ず
鳴
く
蝉
と
い
う
描
き
方
を
し
に
く
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
■
と
思
う
の
で
す
が
｡

特
に
暑
さ
と
組
み
合
わ
せ
て
蝉
を
措
い
て
い
る
と
い
う
の
は
､
た
ぶ
ん
､
挑
合
の
辺
り
が
私
の
見
付
け
た
限
り
で
は
､
一
番
古
い
よ
う
に

思
い
ま
す
｡
そ
れ
以
前
で
も
蝉
が
鳴
く
こ
と
が
､
夏
の
記
号
に
は
な
る
ん
で
す
が
､
暑
さ
と
組
み
合
わ
せ
る
の
は
､
確
か
に
､
こ
の
辺
り

か
ら
な
の
か
も
知
れ
な
い
で
す
｡

大
山
‥
動
詞
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
､
普
通
は
｢
鳴
｣

｢
蝉
鳴
｣

の
よ
う
に

｢
鳴
｣
を
使
い
ま
す
よ
ね
｡
｢
鳴
｣
と
い
う
動
詞
に
な
る
と
､
す

ご
く
き
れ
い
に
聞
こ
え
ま
す
｡
と
こ
ろ
が
､
｢
嘆
｣

に
な
る
と
､
い
か
に
も
う
る
さ
い
｡
今
回
調
べ
た
結
果
､
｢
鳴
｣
と
｢
嘆
｣

で
は
そ
う

い
う
違
い
は
あ
り
ま
す
か
?

高
芝
=
私
も
､
｢
嘆
｣
､
め
方
が
夏
で
､
｢
鳴
｣
が
秋
だ
っ
た
ら
､
幸
せ
だ
な
と
思
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
､
秋
の
蝉
も
､
う
る
さ
い
方
で
鳴
い

て
い
た
り
､
夏
の
蝉
が
｢
鳴
｣
だ
っ
た
り
し
て
､
こ
れ
は
特
に
使
い
分
け
は
な
か
っ
た
で
す
｡
他
に
､
中
国
音
で
何
て
読
む
か
分
か
ら
な

い
ん
で
す
が
､
こ
の
字
で
鳴
い
て
い
る
蝉
も
居
る
ん
で
す
ね
｡
(
｢
噺
｣
を
板
書
)
あ
､
s
i
-
で
す
か
｡
こ
れ
も
馬
が
い
な
な
く
イ
メ
ー
ジ
が

日
本
語
だ
と
あ
る
の
で
す
が
｡
う
る
さ
い
感
じ
で
し
ょ
う
か
?

大
山
=
聞
き
た
い
の
は
､
あ
る
時
期
で
は

｢鳴｣

が
多
く
使
わ
れ
て
､
あ
る
時
期
に
な
る
と
､
｢
嘆
｣

が
多
く
出
て
く
る
と
い
う
傾
向
は

見
ら
れ
ま
す
か
?

高
芝
‥
時
代
的
な
流
れ
で
す
か
?
た
ぶ
ん
､
う
る
さ
い
方
が
､
後
世
に
行
く
に
従
っ
て
増
え
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
｡
数
量
的

に
確
実
な
デ
ー
タ
は
手
元
に
な
い
ん
で
す
が
､
見
て
い
っ
た
感
覚
で
は
､
さ
わ
が
し
い
､
う
る
さ
い
と
い
う
も
の
が
後
の
方
に
多
い
｡
唐

代
半
ば
く
ら
い
か
ら
先
に
多
い
､
と
い
う
よ
う
な
気
が
し
ま
す
｡
用
例
を
見
て
い
た
だ
い
て
も
分
か
る
よ
う
に
､
｢
響
｣

や

｢鳴｣

とい

う
字
を
使
っ
て
あ
る
方
が
､
初
盛
唐
ま
で
に
は
多
く
､
さ
わ
が
し
い
と
い
う
字
を
使
っ
て
あ
る
の
が
中
庸
以
降
に
多
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と



〈報告〉｢夏の蝉｣の復権85

思
い
ま
す
｡

戸
倉
=
貢
休
の
詩
の
｢
蝉
が
喘
ぐ
｣
と
い
う
句
は
､
声
が
聞
こ
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
問
題
が
提
起
さ
れ
ま
し
た
が
､
｢
雷
乾
く
｣

と
い
う
の
も
ど
う
い
う
こ
と
だ
っ
た
ん
で
し
ょ
う
か
｡

高
芝
‥
こ
れ
は
､
雷
も
鳴
ら
な
い
､
と
い
っ
て
へ
雨
も
降
ら
な
い
こ
と
を
暗
示
す
る
の
か
な
と
思
っ
た
ん
で
す
が
｡
｢
か
ら
か
み
な
り
｣
と

い
う
ん
で
し
ょ
う
か
､
雨
が
降
ら
な
い
で
雷
だ
け
鳴
っ
て
い
る
と
い
う
の
も
､
解
釈
と
し
て
あ
り
な
の
か
も
し
れ
な
い
､
と
い
う
ご
指
摘

を
､
千
葉
ざ
ん
で
し
た
か
し
ら
､
ど
な
た
か
か
ら
頂
き
ま
し
た
の
で
､
こ
れ
も
蝉
の
声
と
一
緒
で
､
音
が
す
る
の
か
し
な
い
の
か
と
い
う

の
は
､
解
釈
が
分
か
れ
る
と
こ
ろ
だ
と
思
い
ま
す
｡

鈴
木
(
弥
)
‥
私
は
や
は
り
蝉
は
鳴
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
｡
蝉
っ
て
､
鳴
き
声
の
割
に
す
ご
く
小
さ
い
じ
ゃ
な
い
で
す

か
｡
だ
か
ら
､
鳴
い
て
も
い
な
い
の
に
､
あ
あ
､
あ
そ
こ
で
あ
え
い
で
い
る
な
ん
て
い
う
風
に
は
､
た
ぶ
ん
､
思
わ
な
い
と
思
い
ま
す
｡

そ
の
場
い
て
い
る
と
い
う
行
為
そ
の
も
の
が
､
暑
さ
に
あ
え
い
で
い
る
ん
だ
と
い
う
ふ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思

ぅ
ん
で
す
が
｡
′
み
な
さ
ま
､
ど
う
で
し
ょ
う
か
?

高
芝
=
夏
の
蝉
は
､
葉
っ
ぱ
が
多
い
時
期
の
蝉
な
の
で
､
姿
が
見
え
な
い
､
秋
の
蝉
だ
と
､
葉
っ
ぱ
が
す
か
す
か
だ
か
ら
､
姿
が
見
え
る

と
い
う
描
き
方
に
な
る
こ
と
が
多
い
の
で
､
こ
れ
は
真
夏
だ
か
ら
､
姿
が
見
え
に
く
い
と
い
う
鈴
木
さ
ん
の
ご
指
摘
は
､
確
か
に
あ
る
と

思
い
ま
す
｡
た
だ
､
朝
に
鳴
い
て
て
､
昼
頃
､
暑
く
な
っ
て
き
た
ら
声
が
し
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
が
､
確
か
山
崎
さ
ん
の
ご

指
摘
だ
っ
た
と
思
う
の
で
す
が
､
そ
う
い
う
ふ
う
に
考
え
る
と
､
音
が
し
な
く
な
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
､
暑
さ
を
感
じ
る
こ
と
も
可
能

か
な
と
も
思
い
ま
す
｡

戸
倉
=
朝
鳴
い
て
い
た
の
が
､
昼
頃
に
な
く
な
っ
た
と
い
う
の
は
､
こ
の
詩
の
中
で
は
な
い
で
す
よ
ね
｡
ど
こ
で
そ
う
い
う
よ
う
に
読
め

る
の
で
し
ょ
う
か
｡
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山
崎
=
こ
の
詩
を
読
ん
で
ふ
と
思
っ
た
の
が
､
そ
れ
だ
っ
た
ん
で
す
が
｡
授
業
の
中
で
､
自
分
の
経
験
に
引
き
つ
け
て
詩
を
読
む
の
は
良

く
な
い
と
い
う
お
話
を
､
川
合
先
生
が
な
さ
っ
て
い
た
の
で
､
そ
れ
な
の
に
､
自
分
の
経
験
に
引
き
つ
け
て
読
ん
で
し
ま
っ
て
良
い
の
か
､

今
､
た
ま
ら
な
く
問
題
な
ん
だ
と
思
う
ん
で
す
が
､
私
の
場
合
に
は
､
真
夏
に
気
温
が
四
十
度
く
ら
い
を
越
え
て
し
ま
う
と
､
蝉
は
鳴
か

な
く
な
る
と
い
う
の
が
､
経
験
と
し
て
あ
っ
た
も
の
で
す
か
ら
｡
朝
は
鳴
い
て
い
て
も
､
本
当
に
暑
く
な
る
と
､
一
回
蝉
は
鳴
く
の
･
を
や

め
て
､
夕
方
前
､
三
時
過
ぎ
く
ら
い
に
な
っ
た
ら
､
ま
た
鳴
き
始
め
る
と
い
う
経
験
が
あ
っ
た
の
で
す
｡
そ
れ
か
ら
後
ろ
の
｢
膏
が
乾
く
｣

と
い
う
旬
が
､
自
分
の
中
で
は
引
っ
か
か
っ
て
い
ま
し
て
､
ノ
こ
れ
も
音
が
す
る
の
か
し
な
い
の
か
､
｢
雪
が
乾
く
｣
が
､
音
が
し
な
い
の

で
あ
っ
た
ら
､
｢
膵
が
喘
ぐ
｣

の
も
､
音
が
し
な
く
て
良
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
い
う
ふ
う
に
思
っ
た
と
･
い
う
と
こ
ろ
で
す
｡

高
芝
=
気
温
が
上
が
る
と
蝉
が
鳴
か
な
く
な
る
と
い
う
の
は
､
生
物
学
の
方
で
証
明
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
｡
個
人
的
な
体
験
で
は
な
く
､

根
拠
の
あ
る
こ
と
と
思
っ
て
よ
ろ
し
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
｡

大
山
=
蝉
は
も
と
も
と
連
続
的
に
鳴
く
ん
で
す
よ
ね
｡
と
こ
ろ
が
､
自
分
の
記
憶
の
中
で
は
､
本
当
に
暑
く
な
っ
た
ら
､
｢
じ
､
じ
ー
､

じ
｣
､
そ
の
声
が
断
続
的
に
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
｡
私
は
こ
の
｢
喘
｣
は
そ
う
い
う
音
じ
ゃ
な
い
か
な
と
患
い
ま
す
｡

遠
藤
‥
今
ま
で
の
話
題
か
ら
全
く
変
わ
っ
て
し
ま
う
ん
で
す
が
､
｢
蝉
の
声
が
中
唐
以
降
､
詩
人
た
ち
に
よ
っ
て
再
発
見
さ
れ
､
あ
る
い

は
そ
の
感
受
性
回
路
を
逆
手
に
取
っ
た
表
現
を
試
み
た
こ
と
は
評
価
さ
れ
て
も
良
い
と
思
う
｣
と
い
う
の
が
高
芝
さ
ん
の
お
話
で
し
た
が
､

先
ほ
ど
川
合
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
､
中
庸
以
後
､
抒
情
の
多
様
化
が
あ
っ
て
､
蝉
と
い
っ
た
事
物
に
関
わ
ら
ず
､
使
い
古
さ
れ

た
典
故
と
い
っ
た
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
､
や
は
り
中
唐
以
降
､
従
来
と
違
っ
た
観
点
で
の
利
用
が
増
え
て
く
る
よ
う
に
思
い
ま
す
｡
自
分

は
李
賀
を
や
っ
て
い
る
ん
で
す
が
､
李
賀
に
は
､
従
来
の
既
成
の
価
値
観
を
逆
手
に
取
っ
た
表
現
が
非
常
に
多
く
て
､
た
と
え
ば
不
老
長

寿
の
代
表
的
な
神
さ
ま
を
､
何
回
も
殺
し
た
り
し
ま
す
｡
こ
れ
は
李
賀
独
自
の
も
の
か
と
思
っ
て
､
一
時
期
調
べ
た
と
こ
ろ
､
同
時
代
の

中
居
詩
人
た
ち
は
結
構
そ
の
よ
う
な
典
故
の
反
用
と
い
う
か
､
逆
手
に
取
っ
た
表
現
を
多
く
し
て
い
る
と
思
い
ま
し
た
｡
実
は
李
白
に
も
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多
く
て
､
そ
れ
が
面
白
い
と
こ
ろ
だ
思
う
ん
で
す
が
､
そ
う
い
っ
た
流
れ
の
中
で
､
蝉
も
あ
る
｡
つ
ま
り
､
川
合
先
生
が
お
っ
し
ゃ
る
通

り
だ
な
と
い
う
こ
と
を
再
確
認
し
た
､
と
い
う
こ
と
を
言
い
た
い
と
思
い
ま
す
｡

馬
場
=
ち
ょ
っ
と
論
理
的
な
こ
と
な
ん
で
す
が
､
初
膚
か
ら
盛
唐
に
か
け
て
夏
の
蝉
が
黙
る
と
あ
っ
て
､
そ
の
理
由
の
一
つ
に
､
中
国
文

学
に
お
け
る
夏
の
措
き
に
く
さ
が
あ
げ
て
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
､
こ
こ
で
松
浦
先
生
が
言
っ
て
い
る
の
は
､
古
典
詩
全
般
の
こ
と
で
あ
っ

て
､
こ
れ
を
も
っ
て
､
夏
の
蝉
が
沈
黙
し
た
と
い
き
な
り
言
っ
て
し
ま
う
の
は
､
か
な
り
論
理
の
飛
躍
が
あ
る
よ
う
に
思
う
ん
で
す
が
｡

高
芝
=
す
み
ま
せ
ん
｡
こ
こ
は
す
ご
く
､
不
親
切
な
形
に
な
っ
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
､
二
つ
の
項
目
を
述
べ
て
い
て
､
一
つ
は
蝉
と
秋

の
結
び
つ
き
や
す
さ
と
い
う
点
｡
も
う
､
一
つ
は
作
品
の
絶
対
数
が
夏
の
方
が
少
な
い
か
ら
､
秋
の
方
が
目
立
っ
て
し
ま
う
､
秋
の
蝉
の
方

が
多
い
よ
う
に
見
え
る
と
い
う
方
向
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
い
っ
て
い
ま
す
｡
松
浦
先
生
の
論
を
引
い
て
､
よ
っ
て
夏
の

蝉
が
絶
滅
し
た
と
い
う
ふ
う
に
持
っ
て
い
ノ
き
た
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
､
そ
の
辺
の
と
こ
ろ
は
お
分
か
り
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
｡

馬
場
⊥
尚
芝
さ
ん
が
引
い
て
い
る
よ
う
に
､
六
朝
で
は
夏
の
蝉
が
い
る
の
に
､
初
唐
盛
唐
で
は
少
な
く
な
る
と
言
う
な
ら
､
初
唐
盛
唐
に

は
そ
も
そ
も
､
夏
を
詠
む
詩
そ
の
も
の
が
少
な
く
な
っ
て
い
る
と
で
も
言
れ
な
い
と
､
ち
ょ
っ
と
こ
れ
だ
け
で
は
論
理
的
に
飛
躍
が
あ
る

の
じ
ゃ
な
い
か
な
と
思
い
ま
す
｡
中
国
で
は
全
般
的
に
夏
の
詩
が
少
な
い
の
に
､
現
に
六
朝
で
は
､
夏
の
蝉
が
あ
る
わ
け
で
す
よ
ね
｡

高
芝
=
そ
う
で
す
ね
｡
六
朝
に
夏
の
蝉
が
あ
っ
て
､
そ
れ
以
降
に
な
く
な
る
理
由
と
し
て
は
､
論
理
が
お
か
し
い
で
す
ね
｡
初
盛
唐
の
中

に
少
な
い
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
理
由
の
一
つ
と
し
て
､
こ
れ
は
補
足
的
に
挙
げ
た
こ
と
な
の
で
､
も
う
一
度
説
明
の
仕
方
を
考
え
た
い
と

思
い
ま
す
｡
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
｡

注(
1
)

｢
隕
藷
｣

に
つ
い
て
は
毛
伝
に

｢
隕
墜
､
痔
落
也
｣
と
あ
り
､
疏
に

｢
隕
藷
､
謂
草
木
墜
落
｣
と
あ
る
な
ど
､
｢
十
月
は
草
木
が
枯
れ
落
ち
る
こ
ろ
｣
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と
解
釈
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
あ
る
｡
ま
た
､
｢
一
之
日
｣

な
ど
の
表
現
に
も
､
｢
十
一
月
｣

｢
一
月
｣

な
ど
各
種
解
釈
が
あ
る
｡
だ
が
､
双
方
こ

こ
で
は
意
味
内
容
的
に
問
題
の
あ
る
箇
所
で
は
な
い
の
で
､
仮
に
『
新
釈
漢
文
大
系
』

の
訳
に
従
う
｡

(
2
)

唐
詩
に
は
高
遠
｢
蝉
鳴
木
葉
落

滋
夕
吏
愁
霧
｣

(
｢
東
平
路
作
三
首
｣
全
唐
詩
巷
二
二
一
)
､
李
端
｢
復
洞
潜
棲
燕

疏
楊
半
翳
蝉
｣

(
｢
酬
前
駕
部

員
外
郎
苗
凌
｣
全
唐
詩
巻
二
八
六
)
な
ど
､
蝉
が
鳴
く
の
は
葉
の
散
り
か
け
た
木
で
あ
る
こ
と
が
多
く
､
葉
が
密
で
あ
る
こ
と
は
少
な
い
の
で
､
こ
こ

では

｢
茂
っ
て
い
る
の
に
｣

と
訳
し
た
｡

(
3
)

こ
の
作
品
は
､
無
寧
四
年
(
一
〇
七
一
年
)
に
蘇
試
が
王
安
石
の
新
法
に
反
対
し
て
､
杭
州
に
左
遷
さ
れ
た
と
き
の
取
路
七
詠
ん
だ
も
の
と
さ
れ

る
｡
｢
吾
行
亦
偶
然
｣

と
の
口
調
は
必
ず
し
も
本
音
を
述
べ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
が
､
こ
の
八
首
の
連
作
は
全
て
､
旅
路
を
楽
し
む
よ
う
な

軽
快
な
タ
ッ
チ
で
統
一
眉
れ
て
い
る
｡

(
4
)

王
水
照
選
注
『
蘇
斬
選
集
』

(
上
海
古
籍
･
｣
九
八
四
)

を
初
め
と
し
て
多
く
の
注
釈
書
が
朱
祖
謀
『
東
披
楽
府
』

の
説
に
従
っ
て

｢
魔
鵡
天
｣

を

元
豊
六
年
(
一
〇
八
三
年
)
初
夏
の
作
品
と
す
る
｡
唐
圭
嘩
主
編
『
唐
宋
詞
鑑
賞
辞
典
』

(
江
蘇
古
籍
出
版
･
一
〇
八
六
)

は
元
豊
三
年
の
初
秋
の
作

品
と
す
る
が
､
一
般
に
初
夏
の
風
景
と
さ
れ
て
い
る
｡
だ
が
た
と
え
ば
｢
衰
草
｣

｢
紅
章
｣

の
組
み
合
わ
せ
で
は
､
葦
魔
物
に
｢
秋
塘
遍
粛
剖

暁露

洗
紅
l
剋
｣
(
｢
暁
至
園
中
憶
諸
弟
筐
都
水
｣
全
唐
詩
巷
一
九
こ
と
い
う
句
が
あ
る
｡
｢
衰
草
｣
は
主
に
秋
に
措
か
れ
る
語
で
あ
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ

て
も
､
こ
こ
で
蘇
封
は
初
秋
の
風
景
を
述
べ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

(
5
)

秋
の
蝉
｢
秋
日
寄
友
人
｣

(
別
後
過
従
更
疏
憾

暮
矧
瞭
乱
不
勝
恋
)
､
｢
魔
境
天
｣
な
ど

夏
の
蝉
｢
出
都
来
陳
所
乗
船
上
有
題
小
詩
八
首

不
知
何
人
有
感
於
余
心
者
柳
為
和
之
英
二

｢
皇
太
后
閣
六
首
其
四
｣
(
秘
殿
扶
疏
夏
木
深

雨
鯨
初
右
二
矧
吟
)
な
ぜ

隠
士
･
道
教
的
寓
意
｢
定
恵
院
顧
師
馬
余
竹
下
開
噴
軒
｣

(
飲
風
矧
至
潔

長
吟
不
改
調
)

｢
邁
居
｣

(
錐
漸
抱
朴
子

金
鼎
陣
矧
焼
)
な
ど

(
6
)

羊
士
謂
｢
酬
慮
司
門
晩
夏
過
永
寧
里
弊
居
林
亭
見
寄
｣

(
全
唐
詩
竜
三
三
二
)

自
嘆
准
陽
臥

誰
知
去
園
心

幽
亭
東
北
戸

高
韻
得
南
金

苔
驚
窺
泉
少

藍
輿
愛
竹
深

風
矧
一
矧
劃

鷹
毒
腺
朝
替


