
萩

原

朔

太

郎

研

究

補

遺

(
そ

の

Ⅱ
)

「
愛
憐
詩
篇
」
に
つ
い
て

朔
太
郎
が
『
純
情
小
曲
集
』
(
大
正
一
四
年
)
の
「
自
序
」
に
お
い
て
、
「
愛

隣
詩
篇
」
は
「
す
べ
て
私
の
少
年
時
代
の
作
」
と
語
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、

三
好
達
治
の
『
萩
原
朔
太
郎
』
(
一
九
六
三
年
、
筑
摩
書
房
)
に
お
け
る
指
摘

以
後
、
そ
れ
を
自
己
確
立
以
前
の
作
と
し
て
甘
く
見
く
び
っ
た
と
す
る
見

解
が
あ
り
、
拙
著
第
四
章
に
お
い
て
そ
れ
に
対
す
る
反
駁
を
詳
細
に
展
開

し
た
が
、
こ
こ
で
は
、
そ
れ
を
補
強
す
る
た
め
の
論
拠
を
い
く
つ
か
提
出

し
て
お
き
た
い
。

朔
太
郎
が
、
発
表
当
時
か
ら
「
愛
憐
詩
篇
」
を
「
大
変
気
に
い
っ
て
」

「
大
変
得
意
で
あ
っ
た
ら
し
い
」
こ
と
が
、
久
保
忠
夫
の
「
朔
太
郎
と
ウ

イ
ス
キ
イ
」
(
『
浅
間
嶺
』
一
九
五
七
年
一
月
)
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。
(
『
萩
原
朔

太
郎
論
』
上
、
こ
一
六
頁
、
一
九
九
九
年
、
塙
書
房
)

ま
た
地
元
の
同
人
誌
『
休
儒
』
大
正
四
年
二
月
号
に
掲
載
ざ
れ
た
、
「
ノ

ー
ト
二
」
記
載
の
草
稿
に
は
「
-
休
儒
の
諸
君
に
I
」
と
い
う
付

記
の
あ
る
、
朔
太
郎
の
「
南
の
海
へ
行
き
ま
す
」
と
題
す
る
作
品
に
、

あ
し
た
は
れ
い
の
背
広
を
着
、

い
つ
も
の
軽
い
靴
を
は
き
、

ま
だ
見
も
知
ら
ぬ
南
の
海
へ
あ
そ
ば
う
よ

渡
辺
和
靖

愛
知
教
育
大
学
教
授

と
い
う
部
分
が
見
え
る
。
(
『
全
集
』
第
一
二
巻
、
一
〇
四
頁
)
こ
れ
は
「
愛
憐

詩
篇
」
の
「
旅
上
」
に
。

せ
め
て
は
新
し
き
背
広
を
き
て

き
ま
ｙ
な
る
旅
に
い
で
ｙ
み
ん
(
同
、
第
二
巻
、
一
六
頁
)

と
い
う
フ
レ
ー
ズ
が
あ
る
の
を
本
歌
と
し
て
制
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
と
、
草
稿
に
お
け
る
「
1
1
休
儒
の
諸
君
に
I

-
」
と
い
う
付
記
を
合
わ
せ
て
考
え
れ
ば
、
当
時
朔
太
郎
の
周
囲
に
集
ま

っ
た
『
株
儒
』
の
同
人
た
ち
の
間
で
は
、
「
れ
い
の
背
広
」
と
い
う
だ
け

で
す
ぐ
に
ピ
ン
と
来
る
ほ
ど
に
「
旅
上
」
が
日
常
的
に
愛
吟
さ
れ
て
お
り
、

朔
太
郎
も
そ
れ
を
承
知
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

回
想
の
モ
チ
ー
フ

坂
根
俊
英
は
「
萩
原
朔
太
郎
「
愛
憐
詩
篇
」
論
(
二
)
」
(
『
尾
道
短
期
大

学
研
究
紀
要
』
一
九
八
五
年
三
月
)
に
お
い
て
、
「
利
根
川
の
ほ
と
り
」
に
つ
い

て
、
「
こ
の
詩
は
朔
太
郎
自
身
の
少
年
時
代
の
実
体
験
に
基
づ
い
て
い
る

と
思
わ
れ
る
」
と
し
て
、
明
治
四
五
年
五
月
一
七
日
付
の
津
久
井
幸
子
宛

「
書
簡
」
を
引
用
し
て
い
る
。

す
で
に
前
橋
中
学
校
を
卒
業
し
て
六
年
経
っ
た
明
治
四
五
年
を
「
少
年

一
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時
代
」
と
表
現
す
る
の
に
は
い
さ
さ
か
問
題
が
残
る
が
、
「
利
根
川
の
ほ

と
り
」
が
回
想
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
理
解
は
、
「
愛

憐
詩
篇
」
の
性
格
を
考
え
る
う
え
で
注
目
に
値
す
る
。

山
本
洋
は
「
『
純
情
小
曲
集
』
評
釈
(
六
)
」
(
『
龍
谷
大
学
論
集
』
一
九
九
二

年
六
月
)
に
お
い
て
、
「
愛
憐
詩
篇
」
を
朔
太
郎
と
エ
レ
ナ
と
の
恋
愛
を
背

景
と
し
て
解
読
す
る
と
い
う
「
恋
人
後
景
論
」
と
称
す
る
独
自
の
立
場
か

ら
、
「
利
根
川
の
ほ
と
り
」
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
。

萩
原
朔
太
郎
は
、
馬
場
仲
子
と
の
恋
愛
の
実
り
え
な
い
こ
と
、
そ
し

て
決
定
的
な
訣
別
が
宣
せ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
ど
れ
だ
け
の
精

神
的
打
撃
を
受
け
た
こ
と
か
計
り
し
れ
な
い
。
き
の
う
も
き
ょ
う
も
、

い
や
そ
れ
以
前
に
も
い
く
ど
と
な
く
利
根
川
に
身
を
投
げ
て
死
に
た

い
と
い
う
思
い
に
駆
ら
れ
た
こ
と
か
。
馬
場
仲
子
と
の
恋
愛
を
終
局

的
に
失
っ
て
、
朔
太
郎
に
は
自
分
の
生
存
理
由
が
ま
っ
た
く
な
い
と

思
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
(
四
三
頁
)

し
か
し
、
山
本
の
言
う
「
決
定
的
な
訣
別
」
と
は
な
に
を
意
味
す
る
の

で
あ
ろ
う
か
。
「
利
根
川
の
ほ
と
り
」
は
『
創
作
』
大
正
二
年
八
月
号
に

掲
載
さ
れ
た
が
、
『
朱
槃
』
の
廃
刊
に
よ
っ
て
白
秋
に
送
ら
れ
た
原
稿
が

宙
に
浮
い
て
公
表
が
遅
れ
た
の
で
あ
り
、
制
作
さ
れ
た
の
は
、
人
妻
と
の

夜
汽
車
の
逃
避
行
を
歌
う
「
み
ち
ゆ
き
」
(
『
来
槃
』
大
正
二
年
五
月
)
と
ほ
ぼ

同
時
期
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
。
つ
ま
り
山
本
は
、
こ
の
逃
避
行
の
直
後

に
、
二
人
の
間
に
決
定
的
な
訣
別
が
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ

の
根
拠
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
ま
た
、
そ
れ
は
〈
破
局
〉
と
呼
ば
れ
る
大

正
三
年
一

一
月
七
日
の
決
定
的
な
事
件
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
と

言
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
山
本
の
見
解
は
極
め
て
曖
昧
で
あ
り
、
根
拠
薄
弱

で
あ
る
。

山
本
洋
は
、
ま
た
「
『
純
情
小
曲
集
』
評
釈
(
二
)
」
(
『
文
林
』
一
九
八
二

年
一
二
月
)
に
お
い
て
、
「
愛
憐
詩
篇
」
の
「
桜
」
に
つ
い
て
、
「
こ
の
詩

の
制
作
を
大
正
二
年
四
月
、
作
者
の
数
え
年
二
十
八
歳
の
と
き
と
す
れ
ば
、

や
は
り
そ
の
感
傷
過
多
の
臆
面
も
な
い
表
出
に
は
不
審
の
感
さ
え
い
だ
か

二

さ
れ
る
」
と
疑
問
を
呈
し
、
「
「
桜
」
の
制
作
時
期
は
ほ
と
ん
ど
動
か
し

え
な
い
」
と
論
定
し
た
う
え
で
、
「
年
を
く
お
う
が
、
放
蕩
生
活
を
重
ね

よ
う
が
、
そ
ん
な
こ
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
作
者
の
胸
奥
に
は
純
粋
純
情
さ

が
そ
こ
な
わ
れ
ず
内
包
さ
れ
て
保
持
さ
れ
て
い
た
と
み
と
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
と
結
論
し
て
い
る
。
(
一
三
五
頁
)
し
か
し
、
こ
の
作
品
が
、
白

秋
の
『
思
ひ
出
』
を
媒
介
と
し
て
、
少
年
時
代
の
思
い
出
を
歌
っ
た
も
の

と
考
え
る
な
ら
ば
、
山
本
の
疑
問
も
い
く
ら
か
は
氷
解
す
る
の
で
は
あ
る

ま
い
か
。

同
じ
く
山
本
は
「
『
純
情
小
曲
集
』
評
釈
(
三
)
」
(
『
女
子
大
国
文
』
一
九

八
五
年
一
二
月
)
に
お
い
て
、
「
愛
憐
詩
篇
」
の
「
旅
上
」
に
つ
い
て
、
こ

の
作
品
の
「
音
調
の
よ
さ
、
さ
わ
や
か
さ
、
明
る
い
希
望
感
」
の
背
後
に

「
幸
福
な
時
間
の
追
憶
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
が
か
く
さ
れ
て
い
る
と
指
摘

し
て
い
る
。
「
旅
上
」
の
モ
チ
ー
フ
が
過
去
の
回
想
で
あ
る
と
示
唆
す
る

点
で
は
興
味
深
い
が
、
そ
の
「
も
っ
と
も
明
る
い
幸
福
な
時
間
と
し
て
い

つ
も
思
い
出
さ
れ
る
の
は
」
「
明
治
三
十
七
年
か
ら
大
正
三
年
頃
ま
で
」

の
間
に
決
行
さ
れ
た
は
ず
の
「
「
夜
汽
車
」
に
よ
る
「
み
ち
ゆ
き
」
」
で

あ
っ
た
と
す
る
山
本
の
推
定
は
首
肯
し
が
た
い
。
(
四
六
~
五
一
頁
)

「
み
ち
ゆ
き
」
は
「
少
年
時
代
」
に
か
か
わ
る
少
女
へ
の
思
い
を
、
人

妻
と
な
っ
た
現
在
の
う
え
に
重
ね
あ
わ
せ
、
さ
ら
に
、
第
五
高
等
学
校
(
熊

本
)
や
第
六
高
等
学
校
(
岡
山
)
と
故
郷
を
し
ば
し
ば
往
復
し
た
高
校
時

代
の
汽
車
の
旅
の
記
憶
を
か
ら
ま
せ
て
制
作
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。ま

た
、
こ
こ
に
北
原
白
秋
の
『
桐
の
花
』
に
歌
わ
れ
た
、
人
妻
と
の
恋

の
テ
ー
マ
も
参
照
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。
例
え
ば
「
み
ち
ゆ

き
」
の
。

ふ
と
二
人
悲
し
さ
に
身
を
す
り
よ
せ

と
い
う
一
行
に
は
、
「
ひ
と
の
よ
の
つ
ね
の
恋
と
な
あ
は
れ
お
も
ひ
た
ま

ひ
そ
」
と
い
う
詞
書
を
付
し
た
。

雪
の
夜
の
紅
き
ゐ
ろ
り
に
す
り
寄
り
つ
人
妻
と
わ
れ
と
何
と
す
べ
け
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む

と
い
う
作
品
な
ど
が
影
を
落
と
し
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
『
桐
の
花
』
の

そ
の
す
ぐ
後
に
、
「
悪
夢
の
あ
と
の
朝
明
」
と
詞
書
し
て
、

狂
ほ
し
き
夜
は
明
け
に
け
り
浅
み
ど
り
キ
ャ
ベ
ツ
畑
に
雪
は
ふ
り
つ

つ

と
い
う
作
品
が
つ
づ
い
て
い
る
の
も
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
が
「
み
ち
ゆ
き
」

の
原
型
と
な
っ
た
朔
太
郎
の
「
な
に
か
知
ら
ね
ど
」
(
『
上
毛
新
聞
』
大
正
二

年
九
月
三
〇
日
)
に
見
え
る
、

き
や
べ
つ
畑
に
日
は
光
り

と
い
う
一
行
に
影
を
落
と
し
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
拙
著
に
お
い
て
指
摘

し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

「
緑
陰
」
に
つ
い
て

「
(
一
九
コ
ユ
、
五
、
鎌
倉
ニ
テ
)
」
の
日
付
を
も
つ
「
歓
魚
夜
曲
」

や
「
(
一
九
一
三
、
五
)
」
の
日
付
を
も
つ
「
月
見
草
」
な
ど
の
作
品
が
、

大
正
二
年
五
月
一
〇
日
か
ら
一
四
日
に
か
け
て
の
妹
ユ
キ
を
と
も
な
っ
た

エ
レ
ナ
を
訪
ね
る
鎌
倉
行
を
契
機
と
し
て
制
作
さ
れ
た
こ
と
は
拙
著
に
お

い
て
明
ら
か
に
し
た
が
、
こ
の
鎌
倉
行
を
契
機
と
し
て
制
作
さ
れ
た
と
推

定
さ
れ
る
作
品
は
ほ
か
に
も
あ
る
。

『
創
作
』
大
正
二
年
九
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
「
緑
陰
」
は
、
「
習
作
集

第
八
巻
」
で
は
末
尾
に
「
(
二
十
四
、
五
、
一
九
コ
ユ
)
」
と
い
う
日
付

が
あ
り
、
こ
の
鎌
倉
行
を
契
機
と
し
て
制
作
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
こ
と

が
で
き
る
。

あ
づ
ま
や
の
籐
椅
子
に
よ
り
て
二
人
何
を
語
ら
む

(
中
略
)

よ
き
ひ
と
の
側
へ
に
あ
り
て
何
を
語
ら
む
。
(
『
全
集
』
第
二
巻
、
二
二
頁
)

と
恋
人
と
の
語
ら
い
を
歌
う
「
緑
陰
」
が
、
朔
太
郎
と
エ
レ
ナ
の
再
会
を

描
写
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
解
釈
が
あ
る
。
し
か
し
「
緑
蔭
」
は
、
け

つ
し
て
、
現
実
の
出
会
い
を
基
に
し
て
制
作
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。

言
葉
な
く
ふ
た
り
さ
し
よ
り

涙
ぐ
ま
し
き
露
台
の
椅
子
に
う
ち
向
ふ
(
『
全
集
』
第
三
巻
、
四
一
頁
)

と
、
恋
人
と
の
交
歓
を
虚
構
の
う
ち
に
大
胆
に
歌
い
あ
げ
た
「
歓
魚
夜
曲
」

の
よ
う
に
、
「
緑
蔭
」
に
描
か
れ
た
恋
人
と
の
交
歓
も
虚
構
の
も
の
で
あ

る
と
判
断
さ
れ
る
。

拙
著
第
五
章
に
お
い
て
「
歓
魚
夜
曲
」
の
草
稿
と
し
て
引
い
た
「
渚
」

と
題
す
る
制
作
年
次
不
明
の
未
定
稿
は
、
「
緑
陰
」
と
の
類
縁
を
指
摘
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
先
に
引
い
た
「
緑
陰
」
の
、
「
あ
づ
ま
や
の
籐
椅
子

に
よ
り
て
二
人
何
を
語
ら
む
」
あ
る
い
は
、
「
よ
き
ひ
と
の
側
へ
に
あ
り

て
何
を
語
ら
む
」
と
い
う
言
い
回
し
は
、
「
渚
」
の
、

わ
れ
等
な
に
ご
と
か
語
ら
む
と
思
ふ
な
り
(
『
全
集
』
第
三
巻
、
五
〇
七

頁
)

と
い
う
言
い
回
し
と
共
通
し
て
い
る
。
ま
た
「
緑
陰
」
の
、

君
や
わ
れ
や

す
ｖ
'
し
く
も
二
人
の
涙
は
流
れ
出
で
に
け
り
。
(
前
掲
、
二
二
頁
)

と
い
う
部
分
は
、
「
渚
」
の

愛
な
く
し
て
と
き
の
す
ぎ
ゆ
く
わ
び
し
さ
は

こ
の
言
葉
な
き
か
た
ら
ひ
の
ひ
ま
に
(
前
掲
、
五
〇
七
頁
)

と
い
う
部
分
と
、
恋
人
と
肩
を
並
べ
な
が
ら
も
孤
独
の
思
い
を
ぬ
ぐ
い
去

る
こ
と
の
で
き
な
い
と
い
う
構
図
に
お
い
て
共
通
し
て
い
る
。

思
う
に
「
緑
蔭
」
も
ま
た
、
「
渚
」
と
同
じ
よ
う
に
、
孤
独
で
惨
め
な

現
実
の
う
え
に
幻
影
の
恋
人
を
配
置
す
る
と
い
う
虚
構
に
お
い
て
生
み
出

さ
れ
た
「
歓
魚
夜
曲
」
成
立
の
過
程
で
制
作
さ
れ
た
作
品
と
見
ら
れ
る
。

「
あ
り
や
二
曲
」
に
つ
い
て

大
正
二
年
一
〇
月
五
日
の
『
上
毛
新
聞
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
あ
り
や
二

曲
」
も
、
「
習
作
集
第
八
巻
」
で
見
る
と
、
前
後
に
い
ず
れ
も
大
正
二
年

一

一

一
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五
月
一
九
日
の
日
付
を
も
つ
「
成
長
」
と
「
ふ
る
さ
と
」
が
配
列
さ
れ
て

お
り
、
同
じ
く
五
月
一
九
日
の
作
と
推
定
さ
れ
る
。
つ
ま
り
「
あ
り
や
二

曲
」
も
エ
レ
ナ
を
訪
ね
る
鎌
倉
の
旅
を
契
機
と
し
て
制
作
さ
れ
た
も
の
と

考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

え
こ
そ
忘
れ
め
や

そ
の
く
ち
づ
け
の
あ
と
や
さ
き

流
る
ｖ
'
水
を
せ
き
止
め
し

わ
か
れ
の
際
の
青
き
月
の
出

雨
落
ち
来
ら
ん
と
し
て

沖
に
つ
ば
な
の
花
咲
き

海
月
は
渚
に
き
て
青
く
光
れ
り

砂
丘
に
登
り
て
遠
き
を
望
む

い
ま
我
が
身
の
上
に

好
し
と
思
ふ
こ
と
の
あ
り
け
り
(
『
全
集
』
第
三
巻
、
三
四
頁
)

こ
の
作
品
は
、
「
沖
」
「
海
月
」
「
渚
」
「
砂
丘
」
な
ど
、
背
景
に
海
の

あ
る
こ
と
を
暗
示
し
、
「
く
ち
づ
け
」
と
い
う
恋
人
を
前
提
と
す
る
言
葉

が
あ
り
、
そ
の
点
で
拙
著
第
五
章
で
指
摘
し
た
〈
海
と
恋
人
〉
の
テ
ー
マ

を
奏
で
て
い
る
と
言
え
る
。

朔
太
郎
は
、
明
治
四
四
年
二
月
、
明
治
四
五
年
(
大
正
元
年
)
六
月
、
そ

し
て
大
正
二
年
五
月
と
、
三
年
連
続
し
て
、
鎌
倉
の
海
に
病
気
療
養
中
の

エ
レ
ナ
を
訪
ね
、
い
ず
れ
も
空
し
く
帰
っ
て
い
る
。
拙
著
第
五
章
で
は
、

こ
れ
ら
の
鎌
倉
行
の
背
景
に
、
明
治
三
八
年
夏
の
海
水
浴
の
体
験
が
あ
っ

た
と
い
う
推
論
を
展
開
し
た
。
朔
太
郎
と
エ
レ
ナ
と
の
唯
一
の
、
そ
し
て

朔
太
郎
が
エ
レ
ナ
を
思
う
と
き
常
に
回
帰
す
る
原
点
と
も
い
う
べ
き
、
明

治
三
八
年
夏
の
鎌
倉
の
海
で
の
体
験
の
、
具
体
的
な
二
人
の
交
渉
を
考
え

る
う
え
で
「
あ
り
や
二
曲
」
が
あ
る
程
度
参
考
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
作
品
が
大
正
二
年
五
月
の
エ
レ
ナ
を
訪
ね
る
鎌
倉
行
を
契
機
と
し
て

制
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
こ
に
歌
わ
れ
た
内
容
を
エ
レ
ナ

と
結
び
つ
け
て
考
え
る
こ
と
に
は
じ
ゅ
う
ぶ
ん
な
理
由
が
あ
る
か
ら
で
あ

る
。明

治
三
八
年
八
月
二
〇
日
付
の
萩
原
栄
次
宛
の
絵
は
が
き
に
、

夕
月
夜
潮
な
る
音
に

あ
こ
が
れ
て
、
君
来
る

途
を
浪
に
画
き
ぬ
。
(
萩
原
隆
『
若
き
日
の
萩
原
朔
太
郎
』
四
九
頁
)

と
い
う
短
歌
が
記
さ
れ
て
お
り
、
『
ソ
ラ
イ
ロ
ノ
ハ
ナ
』
「
若
き
ウ
ェ
ル

テ
ル
の
煩
ひ
」
の
章
「
ゆ
ふ
す
ず
み
」
の
節
に
、
こ
の
歌
と
並
べ
て
、

海
近
き
河
辺
に
添
ひ
し
柳
み
ち

月
は
二
人
の
肩
を
す
べ
り
ぬ
(
『
全
集
』
第
一
五
巻
、
一
四
四
頁
)

と
い
う
短
歌
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
明
治
四
四
年
二
月
に
制
作
さ
れ
た
、
五
年
前
の
夏
の
海
の
体
験

を
回
想
す
る
歌
物
語
「
二
月
の
海
」
に
挿
人
さ
れ
た
、

海
ち
か
き
濤
龍
館
の
お
ば
し
ま
に

立
つ
は
月
の
出
待
つ
に
に
た
れ
ど
(
同
、
一
九
頁
)

と
い
う
短
歌
、
さ
ら
に
、
大
正
三
年
末
に
制
作
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
、

「
遠
き
風
景
-
幼
な
き
日
の
少
女
子
に
」
と
題
す
る
制
作
年
次
不
明
の

未
定
稿
は
、
遠
い
少
年
の
日
に
幼
馴
染
み
の
少
女
と
の
あ
い
だ
に
海
を
背

景
と
し
た
懐
か
し
い
思
い
出
が
朔
太
郎
の
心
の
奥
底
に
な
が
く
秘
め
隠
さ

れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
、

し
ら
だ
へ
ま
さ
る
波
路
の
う
た
か
た

月
の
出
し
ほ
に
(
『
全
集
』
第
三
巻
、
三
四
七
頁
)

と
い
う
一
節
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
作
品
は
拙
著
第
五
章
に
お
い
て
、
朔
太
郎
は
明
治
三
八
年
夏

に
鎌
倉
の
海
岸
で
エ
レ
ナ
と
と
も
に
数
日
を
過
ご
し
た
の
で
は
な
い
か
と

い
う
推
定
を
展
開
し
た
さ
い
に
引
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
い
ず
れ
に

お
い
て
も
「
月
」
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。

こ
の
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
て
「
あ
り
あ
二
曲
」
を
読
む
と
、
そ
こ
に
「
流

る
y
水
を
せ
き
止
め
し
/
わ
か
れ
の
際
の
青
き
月
の
出
」
と
、
月
が
出
現

四
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す
る
の
は
決
し
て
偶
然
で
は
あ
る
ま
い
。
そ
し
て
「
そ
の
く
ち
づ
け
の
あ

と
や
さ
き
」
と
あ
る
こ
と
は
、
鎌
倉
の
夏
の
海
の
体
験
の
具
体
的
な
内
容

を
示
す
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

「
浄
罪
」
に
つ
い
て

佐
藤
房
義
は
『
詩
人
萩
原
朔
太
郎
』
(
一
九
七
七
年
、
双
文
社
出
版
)
に
お

い
て
朔
太
郎
の
「
浄
罪
」
と
い
う
観
念
に
つ
い
て
論
じ
る
さ
い
、
そ
れ
を

「
救
済
を
得
る
た
め
の
祈
り
の
行
為
」
と
単
純
に
前
提
し
、
つ
じ
つ
ま
を

合
わ
せ
る
た
め
に
「
日
本
の
伝
統
的
な
考
え
方
」
と
い
う
余
分
な
概
念
を

持
ち
込
ん
だ
た
め
に
、
問
題
を
こ
と
さ
ら
複
雑
に
し
て
し
ま
っ
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

た
し
か
に
、
明
治
四
二
年
頃
(
推
定
)
の
父
密
蔵
宛
「
書
簡
」
に
、

耶
蘇
教
に
て
は
自
殺
を
す
る
も
の
は
地
獄
に
堕
ち
て
永
劫
硫
黄
の
炎

に
苦
し
み
を
う
く
べ
し
と
説
け
り
、
仏
教
に
て
は
自
殺
を
罪
と
せ
ず
、

わ
が
儒
教
に
て
は
却
っ
て
こ
れ
を
善
事
と
な
せ
り
(
『
若
き
日
の
萩
原
朔

太
郎
』
八
六
頁
)

と
あ
る
よ
う
に
、
朔
太
郎
は
キ
リ
ス
ト
教
の
「
自
殺
」
に
か
ん
す
る
考
え

方
の
違
い
に
自
覚
的
で
あ
り
、
か
つ
儒
教
や
仏
教
な
ど
の
伝
統
的
な
観
念

に
も
通
じ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
し
か
し
、
朔
太
郎
は
、
以
上
の
こ

と
か
ら
、
「
善
と
悪
」
が
相
対
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
結
論
を
導
き
出

し
て
い
る
の
で
あ
り
、
「
天
上
総
死
」
を
「
日
本
の
伝
統
的
な
考
え
方
」

と
結
び
つ
け
て
考
え
る
根
拠
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
む
し
ろ
、
木
村
幸
雄
の
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
指
摘

は
、
「
天
上
総
死
」
を
解
読
す
る
う
え
で
、
重
要
な
手
が
か
り
を
提
供
し

て
く
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
イ
メ
ー
ジ
の
特
異
さ
は
、
一
種
の
衝
撃
性
を
と
も
な
っ
て
い
る
。

懺
悔
を
つ
き
つ
め
た
究
極
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
祈
り
の
姿
を
と
っ
た
ま

ま
の
編
死
と
い
う
も
の
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
罪
の

意
識
が
、
懺
悔
の
涙
を
し
た
た
ら
せ
、
浄
罪
を
祈
っ
て
〈
天
〉
を
憧

憬
す
る
と
い
う
の
は
、
宗
教
的
意
識
の
あ
ら
わ
れ
と
み
て
よ
い
だ
ろ

う
。
し
か
し
、
神
聖
な
も
の
で
あ
る
「
天
上
の
松
」
に
、
罪
深
い
首

吊
り
死
体
を
ぶ
ら
下
げ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
祈
り
の
姿
を
と

っ
て
い
る
に
せ
よ
、
鋭
い
反
宗
教
的
な
イ
ロ
ニ
ー
を
感
じ
さ
せ
、
グ

ロ
テ
ス
ク
な
幻
想
美
の
世
界
に
転
換
し
、
変
質
し
て
し
ま
う
も
の
で

あ
る
と
も
い
え
よ
う
。
(
「
朔
太
郎
・
中
也
に
お
け
る
〈
空
〉
と
〈
天
〉
」
『
福

島
大
学
教
育
学
部
論
集
』

一
九
八
四
年
九
月
、
二
頁
)

「
草
木
姦
淫
」
に
つ
い
て

拙
著
第
六
章
に
お
い
て
「
「
草
木
姦
淫
」
の
体
験
は
、
深
酒
、
放
蕩
そ

し
て
悔
恨
と
い
う
そ
の
そ
の
経
過
を
見
れ
ば
、
し
ば
し
ば
朔
太
郎
を
お
そ

っ
た
心
理
現
象
心
典
型
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
」
と
指
摘
し
た
が
、

こ
れ
に
つ
い
て
少
し
補
足
し
て
お
く
。

朔
太
郎
は
、
大
正
三
年
こ
一
月
一
六
日
付
の
萩
原
栄
次
宛
「
書
簡
」
に

お
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

パ
ブ
で
ひ
ど
く
酒
を
飲
み
ま
し
た
、
何
で
も
私
は
前
後
不
覚
に
な
る

ま
で
酔
っ
て
夢
の
よ
う
に
酒
場
を
と
び
出
し
ま
し
た
、
同
時
に
烈
し

い
情
慾
を
感
じ
た
の
で
一
軒
の
妙
な
飲
食
店
へ
飛
び
こ
み
ま
し
た
、

そ
の
家
に
一
人
の
若
い
娘
が
居
ま
し
た
、
私
は
い
き
な
り
娘
を
抱
擁

し
ま
し
た
、
そ
し
て
可
成
長
い
接
吻
を
あ
た
へ
ま
し
た
、
(
中
略
)
草

木
姦
淫
の
天
罰
を
目
の
あ
た
り
に
受
け
た
の
に
相
違
な
い
と
い
ふ
こ

と
を
悟
り
ま
し
た
、
病
気
は
益
々
重
く
な
り
ま
す
、
そ
れ
の
み
な
ら

ず
一
種
の
変
調
な
軽
い
発
熱
が
連
続
し
ま
す
、
私
は
は
っ
と
思
ひ
心

底
か
ら
神
に
許
し
を
乞
ひ
ま
し
た
、
(
『
若
き
日
の
萩
原
朔
太
郎
』
一
九
五

～
七
頁
)

こ
こ
に
描
写
さ
れ
た
「
草
木
姦
淫
」
の
経
緯
は
、
た
と
え
ば
、
大
正
三

年
二
月
六
日
の
「
日
記
」
に
見
え
る
、

五
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例
の
病
気
が
今
夜
は
特
に
烈
し
い
。
S
u
i
c
i
d
e
に
つ
い
て
考
へ
た
。

(
中
略
)
L
e
t
z
t
eN
a
c
h
t
の
記
憶
が
し
ば
し
ば
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と

は
死
よ
り
も
苦
痛
で
あ
る
(
『
全
集
』
第
一
五
巻
、
一
二
七
頁
)

と
い
う
体
験
と
共
通
す
る
点
が
多
い
。
「
日
記
」
に
よ
れ
ば
、
こ
の
前
夜
、

朔
太
郎
は
遊
郭
に
行
っ
て
「
B
E
T
R
I
N
K
E
N
…
…
」
し
て
い
る
。
深
酒
と
放

蕩
が
か
か
わ
っ
て
い
る
点
で
「
草
木
姦
淫
」
の
体
験
と
共
通
し
て
い
る
。

ま
た
、
大
正
四
年
二
月
一
六
日
付
北
原
白
秋
宛
「
書
簡
」
に
は
、
以
下

の
よ
う
に
あ
る
。

お
と
ｙ
ひ
大
酒
を
し
た
の
で
れ
い
の
病
気
が
(
神
経
系
統
の
)
出
た

の
で
す
、
(
中
略
)
肉
行
の
あ
と
で
笑
つ
た
う
す
白
い
女
の
唇
や
酔
中

に
発
し
た
自
分
の
醜
悪
な
行
為
や
言
語
な
ど
が
言
ひ
が
た
い
恐
し
い

記
憶
で
は
つ
き
り
と
視
え
た
り
聴
こ
え
た
り
す
る
の
で
す
、
そ
の
度

に
神
系
が
裂
け
る
や
う
な
恐
ろ
し
い
苦
痛
を
す
る
(
『
全
集
』
第
一
三
巻
、

九
〇
頁
)

こ
れ
も
「
大
酒
」
と
「
肉
行
」
す
な
わ
ち
深
酒
と
放
蕩
が
か
か
わ
っ
て

い
る
点
て
、
さ
き
の
「
草
木
姦
淫
」
の
体
験
と
共
通
す
る
点
が
多
い
。

さ
ら
に
さ
か
の
ぼ
れ
ば
、
明
治
四
二
年
制
作
の
「
宿
酔
」
に
お
け
る
、

し
か
す
が
に
昨
宵
の
現
に

狂
ひ
し
よ
た
だ
接
吻
の
の
え
ま
ほ
し
く

肉
ふ
る
は
せ
て
抱
き
し
は

我
が
手
な
り
、
脊
に
臭
ぞ
残
る

(
中
略
)

あ
あ
悔
恨
は
死
を
迫
る
(
『
全
集
』
第
三
巻
、
二
=
T
四
頁
)

と
い
う
体
験
な
ど
も
、
深
酒
と
放
蕩
と
い
う
点
に
お
い
て
、
「
草
木
姦
淫
」

の
原
型
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

こ
の
よ
う
に
「
草
木
姦
淫
」
は
な
に
か
特
別
な
も
の
で
は
な
く
、
朔
太

郎
の
生
活
に
お
い
て
、
し
ば
し
ば
生
じ
た
現
象
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
。

六

「
浄
罪
詩
篇
」
の
構
図

拙
著
第
五
章
の
註
(
9
)
に
お
い
て
、
「
純
銀
の
寮
」
の
う
ち
に
、
エ

レ
ナ
ヘ
の
激
し
い
恋
情
が
か
く
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
た
が
、
こ
こ

で
少
し
補
足
し
て
お
き
た
い
。

『
地
上
巡
礼
』
大
正
三
年
一
〇
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
「
純
銀
の
奏
」
の

草
稿
と
考
え
ら
れ
る
、
未
発
表
作
品
「
坑
夫
の
歌
」
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
あ

る
。

え
れ
な
よ

〈
あ
あ
〉
わ
が
奏
は
す
で
に
投
げ
ら
れ

そ
の
す
る
ど
さ
に
〈
肢
体
は
く
や
ぶ
れ
》
き
ず
つ
き
〉

〈
額
は
〉
足
は
き
ず
つ
き

〈
あ
あ
〉
瞳
は
光
に
め
し
ひ

〈
あ
あ
は
や
〉
床
に
晶
玉
や
ぶ
れ
(
『
全
集
』
第
三
巻
、
四
三
三
頁
)

こ
こ
に
、
〈
疾
患
〉
の
テ
ー
マ
に
か
か
わ
る
「
や
ぶ
れ
」
「
き
ず
つ
き
」

「
め
し
ひ
」
な
ど
の
語
句
が
は
や
く
も
見
え
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
が
書

か
れ
た
原
稿
用
紙
の
下
欄
に
は
、
作
品
か
ら
〈
疾
患
〉
の
テ
ー
マ
に
か
か

わ
る
部
分
だ
け
を
取
り
だ
し
た
か
の
よ
う
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
言
葉
が
記

さ
れ
て
い
る
。

〈
え
れ
な
よ

瞳
は
光
に
め
し
ひ

そ
の
す
る
ど
さ
に
足
《
や
ぶ
れ
》
は
き
ず
つ
き

床
に
晶
玉
や
ぶ
れ
て
〉

見
よ
い
ま
空
〈
上
〉
よ
り
奏
は
〈
高
く
〉
な
げ
ら
れ
、

え
れ
な
よ

あ
あ
わ
が
奏
は
い
た
く
投
げ
ら
れ

そ
の
す
る
ど
さ
に
瞳
は
め
し
ひ

〈
《
足
》
肉
や
ぶ
れ
〉
額
〈
き
ず
つ
き
〉
や
ぶ
れ

床
に
晶
玉
や
ぶ
れ
つ
れ
ど
も

61



は
や
わ
が
ト
バ
ク
は
風
に
流
れ
て

さ
か
づ
き
は
ち
ち
と
青
空
に
鳴
り
も
わ
た
れ
り
、
(
同
)

「
奏
」
=
サ
イ
コ
ロ
、
「
緑
卓
」
=
麻
雀
、
「
ハ
ー
ト
の
A
」
=
ト
ラ

ン
プ
な
ど
、
「
純
銀
の
奏
」
に
横
溢
す
る
ギ
ャ
ン
ブ
ル
の
イ
メ
ー
ジ
が
エ

レ
ナ
に
対
す
る
一
か
八
か
の
朔
太
郎
の
絶
望
的
な
思
い
を
反
映
し
て
い
る

こ
と
は
、
す
で
に
拙
著
に
お
い
て
指
摘
し
た
が
、
単
に
そ
れ
だ
け
ゼ
は
な

く
、
〈
疾
患
〉
の
テ
ー
マ
そ
の
も
の
が
、
な
ん
ら
か
の
形
で
エ
レ
ナ
ヘ
の

恋
情
と
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
を
こ
の
こ
と
は
予
測
さ
せ
る
。

「
純
銀
の
奏
」
に
は
、
末
尾
に
「
-
八
月
三
十
一
日
-
」
の
日
付

が
あ
り
、
「
坑
夫
の
歌
」
は
そ
の
草
稿
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
日
付
ま
で
に

は
執
筆
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
や
ぶ
れ
」
「
き
ず
つ
き
」
「
め
し
ひ
」
な
ど
の
語
句
を
と
も
な
う
〈
疾

患
〉
の
テ
ー
マ
は
、
は
じ
め
、
「
一
九
一
四
、
八
、
三
」
の
日
付
を
持
つ

「
感
傷
の
手
」
(
『
詩
歌
』
大
正
三
年
九
月
)
に
「
い
ん
さ
ん
と
し
て
土
地
を
掘

る
」
(
『
全
集
』
第
一
巻
、
三
一
頁
)
手
と
し
て
萌
芽
し
、
つ
づ
い
て
「
一
九
一

四
、
八
、
二
〇
」
の
日
付
を
持
つ
「
墓
参
」
(
『
異
端
』
大
正
四
年
一
月
)
に
お

い
て
「
か
ゞ
や
く
白
き
ら
う
ま
ち
ず
む
の
屍
膿
の
手
」
(
『
全
集
』
第
一
巻
、

三
一
三
頁
)
と
し
て
発
展
し
、
さ
ら
に
「
磨
か
れ
た
る
金
属
の
手
」
(
『
詩
歌
』

大
正
三
年
一
一
月
)
に
お
い
て
成
熟
し
た
表
現
を
獲
得
す
る
こ
と
に
な
る
。

「
純
銀
の
奏
」
は
、
こ
う
し
た
一
連
の
動
き
と
平
行
し
て
制
作
さ
れ
た
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
。
従
っ
て
〈
疾
患
〉
す
な
わ
ち
朔
太
郎
の
身
体
を
さ

い
な
む
激
し
い
痛
み
の
う
ち
に
は
、
故
郷
に
対
す
る
や
り
き
れ
な
い
思
い

と
と
も
に
、
自
ら
の
思
い
が
エ
レ
ナ
に
届
か
な
い
と
い
う
苦
し
み
も
含
ま

れ
て
い
た
と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
純
銀
の
奏
」
の
草
稿
「
坑
夫
の
歌
」
に
か
ん
し
て
、
も
う
一
つ
指
摘

し
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
拙
著
第
五
章
註
(
1
0
)
に
お
い
て

す
で
に
指
摘
し
た
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
〈
疾
患
〉
の
テ
ー
マ
を
示
す

言
葉
と
並
ん
で
。

そ
の
す
る
ど
さ
に
足
《
や
ぶ
れ
》
は
き
ず
つ
き

床
は
晶
玉
や
ぶ
れ
て

あ
る
い
は
、

〈
《
足
》
肉
や
ぶ
れ
〉
額
〈
き
ず
つ
き
〉
や
ぶ
れ

床
に
晶
玉
や
ぶ
れ
つ
れ
ど
も

な
ど
と
、
床
の
上
で
「
晶
玉
」
が
破
れ
る
と
い
う
表
現
が
見
え
る
こ
と
で

あ
る
。
(
『
全
集
』
第
三
巻
、
四
三
三
頁
)
こ
れ
は
、
『
地
上
巡
礼
』
大
正
三
年

九
月
号
所
載
の
「
殺
人
事
件
」
の
、

床
は
晶
玉
。

ゆ
び
と
ゆ
び
と
の
あ
ひ
だ
か
ら
、

ま
つ
さ
を
の
血
が
流
れ
て
居
る
、
(
『
全
集
』
第
一
巻
、
三
三
頁
)

と
い
う
部
分
と
照
応
し
て
い
る
。
「
殺
人
事
件
」
は
「
感
傷
の
手
」
と
ほ

ぼ
同
時
期
に
制
作
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

従
来
、
「
殺
人
事
件
」
は
、
こ
の
こ
ろ
朔
太
郎
が
浅
草
で
見
た
探
偵
映

画
「
ジ
ゴ
マ
」
に
題
材
を
え
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
て
き

た
が
、
そ
れ
と
は
別
に
、
制
作
年
次
も
近
い
「
坑
夫
の
歌
」
を
参
照
す
る

な
ら
ば
、
そ
こ
に
、
〈
疾
患
〉
の
モ
チ
ー
フ
が
深
く
か
か
わ
っ
て
い
た
こ

と
は
疑
い
な
か
ろ
う
。

全
集
の
イ
ド
ラ
に
つ
い
て

従
来
の
研
究
に
お
い
て
、
『
全
集
』
に
お
け
る
「
未
発
表
詩
篇
」
「
草

稿
詩
篇
」
な
ど
の
区
別
が
実
体
化
さ
れ
、
そ
こ
に
な
ん
ら
か
の
意
味
が
あ

る
か
の
よ
う
に
使
用
さ
れ
る
傾
き
が
見
え
る
。
し
か
し
、
本
来
、
決
定
稿

に
至
る
過
程
に
お
い
て
生
み
だ
さ
れ
た
も
の
は
、
草
稿
も
、
未
定
稿
も
、

朔
太
郎
の
思
索
の
展
開
を
た
ど
る
う
え
で
等
価
で
あ
り
、
両
者
を
区
別
す

る
必
要
性
は
ま
っ
た
く
な
い
。
そ
の
意
味
で
拙
著
に
お
い
て
も
、
『
全
集
』

に
お
け
る
「
未
発
表
詩
篇
」
に
も
、
他
の
作
品
の
「
草
稿
」
と
す
べ
き
作

品
が
数
多
く
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
し
ば
し
ば
指
摘
し
た
。

同
じ
く
、
残
さ
れ
た
膨
大
な
テ
キ
ス
ト
を
、
書
物
と
い
う
ス
タ
イ
ル
に

七
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収
録
す
る
と
き
に
は
、
頁
に
従
っ
て
そ
れ
を
配
列
す
る
こ
と
が
是
非
と
も

必
要
に
な
る
が
、
そ
の
配
列
が
な
に
か
権
威
あ
る
も
の
の
よ
う
な
意
味
を

担
っ
て
し
ま
う
の
も
一
種
の
錯
誤
で
あ
る
。

全
集
の
ス
タ
イ
ル
が
研
究
者
の
眼
そ
の
も
の
を
制
限
し
て
し
ま
う
こ

と
、
こ
れ
を
〈
全
集
の
イ
ド
ラ
〉
と
呼
ぶ
。

「
魔
法
使
ひ
」
に
つ
い
て

「
魔
法
使
ひ
」
の
一
節
に
、

「
僕
あ
木
っ
株
に
さ
れ
ち
ゃ
っ
た
と
き
の
こ
と
を
考
へ
る
と
、
悲
し

く
な
っ
て
た
ま
ら
な
い
ん
だ
。

さ
う
な
っ
た
ら
、
僕
は
も
う
一
生
だ
れ
と
も
口
を
き
く
こ
と
は
で
き

な
い
ん
だ
。

そ
れ
だ
の
に
、
ま
い
に
ち
あ
の
百
姓
た
ち
が
き
ち
ゃ
あ
、
僕
の
あ
た

ま
の
上
で
薪
だ
っ
ぽ
を
割
る
ん
だ
。
あ
い
っ
ら
は
き
っ
と
力
い
っ
ぱ

い
、
斧
で
僕
の
脳
天
を
ぶ
ん
な
ぐ
る
に
ち
が
ひ
な
い
。
あ
ん
な
頑
丈

な
腕
で
ぐ
わ
ん
ぐ
わ
ん
や
ら
れ
ち
ゃ
、
僕
と
て
も
た
ま
り
ゃ
し
な
い

ん
だ
。

い
く
ら
僕
が
い
っ
し
よ
け
ん
め
い
で
『
痛
い
よ
う
。
痛
い
よ
う
。
』

と
泣
い
た
っ
て
そ
い
つ
ら
に
は
き
こ
え
や
し
な
い
ん
だ
。
い
く
ら
僕

が
そ
い
つ
ら
に
『
こ
り
ゃ
僕
の
頭
な
ん
で
す
。
』
『
木
っ
株
ぢ
ゃ
な

い
ん
で
す
。
』
と
言
っ
た
っ
て
だ
れ
に
も
解
り
ゃ
し
な
い
ん
だ
。
」
(
『
全

集
』
第
五
巻
三
八
三
~
四
頁
)

と
い
う
部
分
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
詩
的
散
文
「
言
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

事
」
(
『
詩
歌
』
大
正
四
年
五
月
)
の
、

私
の
神
経
は
む
ぐ
ら
も
ち
の
や
う
に
だ
ん
だ
ん
深
く
地
面
の
下
へ
も

ぐ
り
こ
む
。
不
幸
に
し
て
私
の
肢
体
の
一
部
が
地
面
の
上
に
残
っ
て

居
る
と
き
、
不
注
意
な
園
丁
が
き
て
、
そ
れ
を
力
ま
か
せ
に
張
り
と

ば
す
の
で
あ
る
。
無
神
経
な
男
の
眼
に
は
木
の
根
っ
株
か
な
ん
か
の

八

や
う
に
見
え
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
私
の
張
り
さ
け
る
や
う
な
苦
痛

の
絶
叫
を
た
れ
一
人
と
し
て
聞
い
て
く
れ
た
も
の
は
此
の
地
上
に
な

い
。
(
『
全
集
』
第
三
巻
、
一
八
六
頁
)

と
い
う
部
分
と
深
い
関
連
が
あ
る
。

ま
た
、
制
作
年
次
不
明
の
未
定
稿
「
蛙
料
理
」
の
、

わ
た
し
の
眠
つ
て
ゐ
る
あ
ひ
だ
に
、

わ
た
し
の
頭
の
う
へ
の
地
面
を
通
行
人
が
ふ
み
つ
け
て
行
っ
た
(
同

第
三
巻
、
三
九
五
頁
)

と
い
う
部
分
と
も
関
係
が
あ
る
。

こ
こ
に
は
、
休
筆
期
間
に
お
い
て
も
、
朔
太
郎
が
、
い
っ
か
ん
し
て
思

索
を
継
続
し
作
品
の
制
作
に
意
欲
的
で
あ
っ
た
こ
と
の
証
拠
が
あ
る
。

註

(
1
)
た
だ
し
、
「
南
の
海
へ
行
き
ま
す
」
の
「
れ
い
の
背
広
」
に
つ
い
て
は
、
『
詩
歌
』

大
正
三
年
六
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
「
緑
蔭
倶
楽
部
」
に
見
え
る
「
緑
蔭
倶
楽
部
の
行
楽
の

/
そ
の
背
広
は
い
ち
や
う
に
う
す
青
く
」
(
同
、
第
一
巻
、
三
三
四
頁
)
が
本
歌
で
あ
る

と
い
う
可
能
性
も
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

(
2
)
拙
著
初
版
に
お
い
て
、
坂
根
氏
の
名
前
を
誤
記
し
た
こ
と
は
、
氏
自
身
に
も
指
摘

を
受
け
、
第
三
刷
に
お
い
て
訂
正
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
こ
こ
で
お
詫
び
申
し
上
げ
る
。

(
3
)
朔
太
郎
が
前
橋
中
学
校
卒
業
ま
で
を
「
少
年
時
代
」
と
称
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い

て
は
、
拙
著
第
四
章
を
参
照
。

(
4
)

坂
根
の
朔
太
郎
論
は
、
『
萩
原
朔
太
郎
I
詩
の
光
芒
-
-
』
(
一
九
九
七
年
、
渓

水
社
)
に
ま
と
め
ら
れ
た
。

(
5
)
久
保
忠
央
が
明
ら
か
に
し
た
。

(
6
)
〈
全
集
の
イ
ド
ラ
〉
に
つ
い
て
は
『
図
書
新
聞
』
二
〇
〇
四
年
七
月
三
日
号
所
載

「
渡
辺
和
靖
氏
に
聞
く
『
保
田
臭
重
郎
研
究
』

一
九
三
〇
年
代
の
時
代
精
神
保
田
臭
重

郎
の
思
想
形
成
を
跡
づ
け
る
」
の
な
か
で
も
触
れ
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。
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