
萩

原

朔

太

郎

研

究

補

遺

さ
き
に
拙
著
『
萩
原
朔
太
郎
-
詩
人
の
誕
生
』
(
一
九
九
八
年
、
ぺ
り
か

ん
社
)
を
出
版
す
る
に
際
し
て
、
頁
数
の
関
係
か
ら
割
愛
せ
ざ
る
を
え
な

か
っ
た
部
分
が
多
く
あ
っ
た
。
そ
の
割
愛
部
分
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
増
補

の
意
味
も
あ
っ
て
触
れ
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

薄
田
泣
董
の
方
法
に
つ
い
て

前
橋
中
学
校
校
友
会
誌
『
坂
東
太
郎
』
(
明
治
三
七
年
三
月
)
に
、
「
感
謝
」

と
と
も
に
掲
載
さ
れ
た
、
朔
太
郎
の
最
初
の
近
代
詩
作
品
「
古
盃
」
が
、

『
暮
笛
集
』
(
明
治
三
二
年
)
に
収
録
さ
れ
た
薄
田
泣
董
の
作
品
「
盃
賦
」

の
影
響
下
に
成
立
し
た
こ
と
は
、
す
で
に
勝
田
和
学
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ

て
い
る
。

拙
著
第
}
章
に
お
い
て
は
、
明
治
新
体
詩
の
代
表
者
と
も
い
え
る
泣
董

の
詩
の
方
法
に
つ
い
て
「
あ
ら
か
じ
め
与
え
ら
れ
た
題
材
に
よ
っ
て
枠
づ

け
ら
れ
、
拘
束
さ
れ
、
そ
れ
故
に
ま
す
ま
す
肥
大
化
し
て
い
く
」
こ
と
を

指
摘
し
、
こ
れ
が
与
え
ら
れ
た
世
界
を
そ
の
ま
ま
受
容
す
る
伝
統
的
な
〈
七

五
調
〉

の
リ
ズ
ム
と
リ
ン
ク
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
カ
ン
ト
哲
学
の

〈
総
合
判
断
〉
と
〈
分
析
判
断
〉

と
い
う
概
念
に
し
た
が
っ
て
改
め
て
考
察
し
て
み
た
い
。

(
そ

の

I
)

渡
辺
和
靖

愛
知
教
育
大
学
教
授

カ
ン
ト
の
考
え
方
を
石
川
文
康
の
『
カ
ン
ト
入
門
』
(
一
九
九
五
年
、
筑
摩

新
書
)
に
よ
っ
て
整
理
す
る
。
「
す
で
に
主
語
概
念
に
含
ま
れ
て
い
る
概
念

を
述
語
と
し
て
も
つ
判
断
を
「
分
析
判
断
」
と
い
う
。
」
「
こ
の
よ
う
な

述
語
措
定
は
、
主
語
概
念
の
外
に
出
る
わ
け
で
は
な
く
、
い
ね
ば
主
語
概

念
に
明
示
的
に
か
暗
示
的
に
か
含
ま
れ
て
い
る
も
の
を
、
単
に
新
た
に
確

認
す
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
認
識
内
容
を
増
す
も
の
で
は
な
い
。
」
こ
れ

に
た
い
し
て
「
も
と
も
と
主
語
概
念
に
は
含
ま
れ
な
い
述
語
を
、
主
語
概

念
と
結
び
つ
け
る
判
断
が
あ
り
、
そ
れ
を
「
総
合
判
断
」
と
い
う
。
」
「
総

合
判
断
の
場
合
、
述
語
は
主
語
概
念
に
は
由
来
し
な
い
も
の
と
し
て
、
ま

っ
た
く
新
た
に
そ
れ
に
付
け
加
わ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
認
識
内
容
は
そ

の
ぶ
ん
だ
け
増
加
し
て
い
る
。
」
「
し
た
が
っ
て
認
識
の
進
歩
と
い
う
点

で
は
、
総
合
判
断
の
方
が
は
る
か
に
重
要
で
あ
る
。
」
こ
の
点
か
ら
し
て
、

与
え
ら
れ
た
題
材
に
明
示
的
・
暗
示
的
に
含
ま
れ
た
意
味
内
容
を
分
析
的

に
た
ん
に
確
認
す
る
だ
け
の
泣
董
の
手
法
は
、
す
で
に
与
え
ら
れ
た
我
々

の
認
識
内
容
を
な
ん
ら
拡
大
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

未
来
派
の
〈
騒
音
〉
、
ダ
ダ
イ
ズ
ム
の
奇
妙
な
オ
ノ
マ
ト
ペ
、
シ
ュ
ル

レ
ア
リ
ス
ム
の

〈
オ
ー
ト
マ
テ
ィ
ツ
ク
ー
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
〉
な
ど
の
手
法

は
、
こ
う
し
た
与
え
ら
れ
た
内
容
を
た
だ
た
だ
展
開
す
る
だ
け
の
従
来
の

象
徴
詩
に
固
有
す
る
〈
分
析
判
断
〉
的
手
法
の
限
界
を
打
ち
破
り
、
新
し
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い
世
界
を
開
拓
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

朔
太
郎
と
自
然
主
義
詩
に
つ
い
て

自
然
主
義
詩
が
そ
の
末
期
に
お
い
て
、
日
語
自
由
律
の
「
気
分
詩
(
ム

ー
ド
詩
)
」
へ
と
解
体
し
て
い
く
経
過
に
っ
い
て
は
、
乙
骨
明
夫
の
「
人

見
東
明
論
」
(
『
学
苑
』
一
九
六
四
年
一
一
月
)
や
「
加
藤
介
春
論
」
(
同
、
一
九
六

五
年
六
月
)
な
ど
に
く
わ
し
い
分
析
が
あ
る
。
ま
た
、
朔
太
郎
が
、
そ
う
し

た
早
稲
田
詩
社
か
ら
自
由
詩
社
へ
と
至
る
動
き
を
ひ
そ
か
に
注
視
し
、
そ

こ
に
展
開
さ
れ
た
口
語
自
由
詩
の
ス
タ
イ
ル
に
強
い
印
象
を
受
け
た
こ
と

は
、
「
ノ
ー
ト

七
」
(
大
正
六
年
頃
執
筆
)
に
っ
ぎ
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
こ

と
か
ら
も
知
ら
れ
る
。

そ
の
頃
、
別
に
自
由
詩
社
の
一
派
が
あ
っ
て
、
三
木
君
一
派
の
象
徴

詩
に
対
す
る
憎
悪
的
反
抗
を
つ
づ
け
て
居
た
こ
と
を
覚
え
て
ゐ
る

が
、
そ
の
運
動
は
あ
ま
り
具
体
的
の
効
果
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
。
(
中
略
)
旧
自
由
詩
社
の
人
々
は
一
方
に
観
念
派
の
排
斥
を
言

ひ
な
が
ら
、
自
分
等
の
態
度
に
も
可
成
観
念
風
の
所
が
多
か
っ
た
。

(
中
略
)
か
う
し
た
欠
陥
か
ら
自
由
詩
社
の
事
業
は
中
途
半
端
で
有

耶
無
耶
に
終
っ
て
し
ま
っ
た
。
た
だ
併
し
、
こ
の
詩
社
の
残
し
た
一

つ
の
偉
大
な
事
績
は
、
平
易
な
口
語
体
の
詩
を
建
設
し
て
後
に
く
る

詩
壇
の
た
め
に
正
し
い
方
角
を
暗
示
し
て
く
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

(
『
全
集
』
第
コ
ー
巻
、
二
三
〇
～
一
頁
)

こ
の
こ
と
と
関
連
し
て
、
中
村
不
二
夫
は
、
そ
の
『
山
村
暮
鳥
論
』
(
有

精
堂
、
一
九
九
五
年
九
月
)
に
お
い
て
、
自
然
主
義
詩
に
端
を
発
す
る
「
口
語

自
由
詩
運
動
」
の
嫡
流
た
る
山
村
暮
鳥
の
『
聖
三
稜
破
璃
』
を
無
視
し
て
、

朔
太
郎
を
口
語
自
由
詩
の
「
完
成
者
」
の
座
に
祭
り
上
げ
る
こ
と
を
批
判

す
る
と
い
う
文
脈
に
お
い
て
、
朔
太
郎
が
暮
鳥
の
『
聖
三
稜
破
璃
』
を
「
前

人
未
発
」
と
し
て
擁
護
し
た
の
は
、
三
木
露
風
一
派
を
排
斥
す
る
と
い
う

己
の
「
詩
壇
的
野
心
」
の
た
め
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
か
え
っ
て
、
暮
鳥
と

口
語
自
由
詩
運
動
と
の
深
い
関
係
を
隠
蔽
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
後
世
の

詩
史
的
考
察
を
誤
ら
し
め
る
結
果
と
な
っ
た
、
と
論
じ
て
い
る
。
(
一
六
六

一
～
九
頁
)

し
か
し
、
こ
の
議
論
は
、
①
朔
太
郎
自
身
に
よ
る
暮
鳥
評
価
と
後
の
研

究
者
の
暮
鳥
評
価
と
を
混
同
し
て
い
る
、
②
朔
太
郎
は
、
日
本
に
お
け
る

近
代
詩
の
展
開
を
口
語
自
由
詩
と
い
う
視
点
で
は
捉
え
て
い
な
か
っ
た
、

と
い
う
に
二
点
に
お
い
て
首
肯
し
が
た
い
議
論
で
あ
る
。

口
語
自
由
詩
の
成
立
と
い
う
観
点
に
こ
だ
わ
っ
た
の
は
人
見
東
明
で
あ

り
、
そ
う
し
た
観
点
か
ら
、
彼
は
、
あ
く
ま
で
も
川
路
柳
虹
の
「
塵
溜
」

を
口
語
自
由
詩
の
先
駆
と
し
て
は
認
め
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

詩
語
「
し
か
す
が
に
」

「
し
か
す
が
に
」
と
い
う
言
葉
は
、
自
然
主
義
詩
に
と
っ
て
、
お
気
に

入
り
の
詩
語
で
あ
っ
た
。
む
し
ろ
、
そ
れ
は
、
自
然
主
義
詩
の
シ
ン
ボ
ル

的
な
詩
語
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

そ
の
最
初
の
用
例
と
し
て
現
在
確
認
で
き
る
の
は
、
『
文
庫
』
明
治
四

十
年
九
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
加
藤
介
春
の
「
虫
の
か
ら
」
に
お
け
る

し
か
す
が
に
、
恋
ひ
慕
へ
ど
も
君
が
頬
の

と
い
う
フ
レ
ー
ズ
で
あ
る
が
、
同
じ
明
治
四
十
年
九
月
の
『
詩
人
』
に
掲

載
さ
れ
た
川
路
柳
虹
の
「
塵
溜
」
の
第
四
連
に
も

そ
の
泣
声
は
し
か
す
が
に
強
い
力
で

と
い
う
一
行
が
あ
る
。

そ
の
影
響
力
と
い
う
点
か
ら
い
え
ば
柳
虹
の
「
塵
溜
」
に
軍
配
が
あ
が

る
が
、
自
然
主
義
詩
の
そ
の
後
の
展
開
か
ら
い
え
ば
介
春
の
方
が
逼
か
に

重
要
な
位
置
に
あ
り
、
そ
の
プ
ラ
イ
オ
リ
テ
ィ
が
ど
ち
ら
に
あ
る
か
を
判

断
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

ミミ●
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以
下
、
福
田
夕
咲
、
加
藤
介
春
、
人
見
東
明
と
い
う
三
人
の
代
表
的
な

自
然
主
義
詩
の
推
進
者
に
つ
い
て
、
そ
の
作
品
か
ら
「
し
か
す
が
」
と
い

う
言
葉
を
も
つ
フ
レ
ー
ズ
を
抽
出
し
て
み
る
。

し
か
す
が
に
殺
気
を
帯
び
て
(
夕
咲
「
西
瓜
」
『
文
庫
』
明
治
四
〇
年
一
一
月
)

し
か
す
が
に
心
は
踊
る
(
介
春
「
心
機
」
同
、
明
治
四
〇
年
一
一
月
)

猶
し
か
す
が
に
、
退
く
べ
く
(
夕
咲
「
爺
」
同
、
明
治
四
〇
年
一
一
月
)

し
か
す
が
に
(
介
春
「
貝
の
花
」
『
文
章
世
界
』
明
治
四
〇
年
一
一
月
)

さ
ま
を
思
へ
ば
し
か
す
が
に
心
は
躍
る
(
夕
咲
「
若
き
土
官
」
『
文
庫
』
明

治
四
一
年
一
月
)

し
か
す
が
に
、
心
は
く
し
く
い
ら
だ
ち
て
(
夕
咲
「
冷
き
肌
」
同
、
明
治

四
一
年
一
月
)

い
は
れ
な
き
悲
憂
の
ゆ
き
か
ひ
し
か
す
が
に
(
東
明
「
暗
涙
」
同
、
明
治

四
一
年
一
月
)

し
か
す
が
に
こ
こ
ろ
と
き
め
く
(
東
明
「
寝
息
」
同
、
明
治
四
一
年
一
月
)

し
か
す
が
に
欲
り
す
る
心
お
や
み
な
く
(
東
明
「
車
窓
」
同
、
明
治
四
一

年
一
月
)

し
か
す
が
に
死
の
影
ま
す
と

し
か
す
が
に
身
を
ば
忘
れ
ぬ
(
東
明
「
た
だ
ひ
と
り
」
同
、
明
治
四
一
年
一

月
)

し
か
す
が
に
艶
め
く
け
は
ひ
(
東
明
「
女
の
眼
」
同
、
明
治
四
一
年
一
月
)

猶
、
し
か
す
が
に
わ
な
な
き
ぬ
(
夕
咲
「
堕
胎
薬
」
同
、
明
治
四
一
年
一
月
)

そ
の
束
の
間
も
し
か
す
が
に
恐
れ
憚
る
(
介
春
「
病
め
る
日
」
『
新
声
』
明

治
四
一
年
一
月
)

し
か
す
が
に
つ
け
繕
は
ず
ひ
ら
め
き
ぬ

あ
な
や
身
の
壊
滅
を
恐
る
し
か
す
が
に
(
東
明
「
産
室
」
『
早
稲
田
文
学
』

明
治
四
一
年
二
月
)

ふ
と
も
思
ひ
ぬ
、
し
か
す
が
に
(
夕
咲
「
疑
惑
」
同
、
明
治
四
一
年
三
月
)

お
ぼ
ろ
に
み
ゆ
れ
、
し
か
す
が
に
快
り
沈
む
(
夕
咲
「
乞
食
」
『
文
庫
』

明
治
四
一
年
三
月
)

し
か
す
が
に
嫌
悪
の
情
に
耐
ゆ
る
な
し
(
夕
咲
「
発
作
」
『
趣
味
』
明
治
四

一
年
四
月
)

し
か
す
が
に
胸
は
震
ひ
ぬ
(
夕
咲
「
盃
」
同
、
明
治
四
一
年
四
月
)

は
た
磨
け
ど
も
、
し
か
す
が
に
(
夕
咲
「
天
鯨
」
『
新
声
』
明
治
四
一
年
四

月
)

し
か
す
が
に
爛
れ
揺
ら
め
く
も
の
な
や
み

し
か
す
が
に
倦
め
る
さ
ま
な
き
(
東
明
「
煙
を
見
よ
」
『
女
子
文
壇
』
明
治

四
一
年
五
月
)

自
然
主
義
詩
の
影
響
に
つ
い
て

投
稿
雑
誌
『
秀
才
文
壇
』
の
「
新
体
詩
」
の
部
(
馬
場
孤
蝶
選
)

に
登

載
さ
れ
た
作
品
を
と
お
し
て
、
自
然
主
義
詩
の
影
響
に
つ
い
て
考
察
し
て

み
よ
う
。

最
初
の
影
響
が
現
れ
る
の
は
、
明
治
四
十
年
九
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
、

多
田
沖
舟
の
「
古
甕
」
で
あ
る
。

曇
る
日
七
日
壁
濡
れ
て
、
病
ら
葉
毒
む
I
あ
ひ
に
、

勲
み
て
は
た
、
ｙ
紙
格
子
、
腐
れ
水
嗅
が
ば
息
喘
め
。

独
木
切
る
蛇
は
茶
色
に
錆
び
て
、
石
噛
む
歯
筋
ぢ
れ
僥
が
む

と
始
ま
り
、
「
か
び
つ
く
板
」
「
斑
点
古
る
棚
」
「
火
の
気
も
消
え
た
据
竃
」

「
鈎
子
の
つ
り
手
の
む
ら
煤
煙
」
な
ど
、
古
び
た
台
所
の
様
子
を
細
々
と

具
体
的
に
描
写
し
、
さ
ら
に
、
ふ
と
片
隅
に
見
つ
け
た
「
古
甕
子
」
を
、

浮
彫
る
形
は
年
経
つ
る
、

府
の
埃
、
汚
香
に
沁
み
、
雨
雲
だ
る
む
風
情
に
て
、

月
の
輪
欠
け
し
疵
一
つ

と
描
写
し
、
最
後
は
、
そ
の
甕
に
あ
ふ
れ
る
水
に
映
る
「
月
」
を
歌
っ
て

終
わ
る
。
(
三
五
~
六
頁
)

終
結
部
が
象
徴
に
流
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
あ
ま
り
美
し
い
と
は
い
え

一
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な
い
も
の
を
対
象
と
し
て
、
そ
れ
を
具
体
的
か
つ
克
明
に
描
写
す
る
と
い

う
手
法
に
お
い
て
、
自
然
主
義
詩
の
影
響
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
う

し
た
新
し
い
傾
向
が
、
七
五
音
数
律
の
単
調
な
リ
ズ
ム
の
う
ち
に
押
し
込

め
ら
れ
て
い
る
の
も
、
自
然
主
義
詩
の
特
徴
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
、
秋
季
増
刊
号
(
九
月
)
に
掲
載
さ
れ
た
、
渡
辺
碧
水
の
「
あ

ゝ
茲
は
」
を
引
く
。
こ
れ
は
、
試
験
場
の
あ
り
さ
ま
を
、

こ
と
く
と

鉛
筆
こ
そ
走
れ
、
音
低
に
。

白
き
紙
の
上

(
中
略
)

強
毛
の
眉
の
男
は
ひ
と
り
、

息
ぐ
る
し
げ
に

吐
息
し
ぬ
。

耳
に
は
は
れ
ぬ
鞄
音
を
、

憎
し
み
人
や

(
中
略
)

暖
炉
の
温
気
こ
も
り
て
、

重
々
う
し
づ
む
空
気
や
、

ふ
と
あ
ぐ
る
首
ひ
し

圧
し
つ
く
る

あ
N
息
ぐ
る
し
(
一
〇
六
～
七
頁
)

な
ど
と
、
象
徴
や
比
喩
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
具
体
的
に
感
覚
的
に
表
現

し
て
い
る
点
が
、
自
然
主
義
詩
か
ら
の
影
響
を
感
じ
さ
せ
る
。
ち
な
み
に
、

こ
の
点
に
つ
い
て
、
選
者
の
馬
場
孤
蝶
が
「
写
生
の
筆
周
到
せ
り
」
と
い

う
「
評
」
を
付
し
て
い
る
。

翌
明
治
四
十
一
年
の
二
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
、
山
原
柏
村
の
「
夜
の
公

園
」
は
、
夜
の
公
園
に
つ
ど
う
人
々
を
、

我
歩
道
に
い
と
若
き
妓

紅
瞰
出
し
い
と
矯
艶
き
て

提
灯
の
男
と
共
に

刻
み
蓮
歩
や
A
蹄
珊
き
て

騎
奢
の
客
席
話
-
―
や
が
て
来
る

池
の
畔
、
西
洋
小
料
理
屋
に

麦
酒
の
泡
吹
き
立
て
て
ゝ

イ
ン
バ
ネ
ス
組
得
意
な
る
側

印
絆
兄
公
を
拍
へ
て

厚
化
粧
フ
ラ
イ
な
ど
呼
ぶ
I
-
か
く
て
(
二
四
頁
)

な
ど
と
、
具
体
的
に
細
々
と
描
写
し
て
い
る
の
は
、
明
ら
か
に
自
然
主
義

詩
の
影
響
で
あ
ろ
う
。

明
治
四
十
一
年
四
月
号
所
載
の
笹
井
鍼
笛
「
窮
鳥
」
は
、
恋
の
苦
し
み

を
胸
に
巣
く
う
鳥
に
た
と
え
て
、

そ
の
鳥
日
ご
と
つ
い
ば
め
る

わ
が
肉
む
ら
は
痩
は
そ
り

餌
の
水
こ
そ
わ
が
血
潮

(
中
略
)

凶
の
鳴
く
音
ぞ
う
ち
ひ
、
ゞ
き

な
ほ
わ
が
肉
ぞ
喰
む
け
は
ひ
。

い
と
く
る
ほ
し
く
、
す
N
り
泣
き

と
歌
っ
て
い
る
。
(
八
六
頁
)
多
少
象
徴
に
傾
い
て
い
る
き
ら
い
は
あ
る
が
、

そ
の
あ
く
ど
い
表
現
に
自
然
主
義
詩
の
影
響
が
あ
る
。

明
治
四
十
一
年
五
月
号
所
載
の
、
藤
原
東
川
「
壁
」
を
引
く
。

雨
に
湿
り
て
胸
悪
き
、
古
壁
の
香
を
ふ
と
か
ぎ
ぬ

(
中
略
)

壁
の
中
よ
り
ほ
の
か
に
も
、
聞
ゆ
る
呻
き
。
-
-
病
人
の

あ
ｙ
呻
き
声
。

風
は
静
か
に
雨
あ
が
り
、
青
麦
の
香
も
匂
ひ
来
れ

(
中
略
)

し
め
ら
へ
る
壁
の
面
に
は
「
死
」
の
寂
黙
、
冷
た
く
ま
と
ひ
く
ゆ
る

四
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か
な
。

吾
が
若
き
胸
は
云
ひ
し
ら
ぬ
、
恐
怖
を
覚
へ
い
く
た
び
か
、
不
安
の

ま
み
に
か
へ
り
見
る
、
あ
ゝ
暗
き
壁
(
四
三
頁
)

こ
れ
も
、
自
然
主
義
詩
の
技
法
を
真
似
て
い
る
。
「
ふ
と
」
「
香
」
「
胸
」

「
お
そ
れ
〈
恐
怖
↓
怖
れ
〉
」
「
に
ほ
ひ

〈
匂
ひ
↓
臭
〉
」
「
覚
へ
↓
お
ぼ

え
」
「
云
ひ
し
ら
ぬ
↓
言
ひ
知
ら
ず
」
な
ど
、
朔
太
郎
の
「
宿
酔
」
と
共

通
あ
る
い
は
類
似
す
る
語
句
が
見
ら
れ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

六
月
号
の
、
佐
藤
銀
蛍
「
酔
ひ
し
れ
ぬ
」
は
、
朔
太
郎
の
「
宿
酔
」
と

同
じ
テ
ー
マ
を
扱
っ
て
い
る
点
で
興
味
深
い
。

あ
ｙ
し
か
す
が
に
、
薫
り
来
る
恋
の
酒
の
香

(
中
略
)

酔
ひ
ざ
め
こ
ゝ
ち
、
吾
が
魂
は
不
安
に
躍
る
、

胸
の
野
は
地
震
し
て
暮
れ
ぬ
。
毒
の
香
は

ひ
た
行
き
か
え
て
、
し
か
す
が
に
吾
れ
は
嘔
吐
き
ぬ
。

嘔
吐
き
ぬ
、
あ
わ
れ
、
哀
愁
は
毒
々
し
く
も

吾
魂
を
、
呪
ひ
ぬ
。
か
く
て
空
洞
な
る

そ
は
、
わ
が
性
か
の
…
…
し
か
す
が
に

暗
き
に
も
だ
え
、
酔
ひ
し
れ
ぬ
(
六
七
頁
)

「
し
か
す
が
に
」
が
三
度
使
用
さ
れ
て
い
る
点
が
自
然
主
義
詩
の
影
響

を
露
骨
に
示
し
て
い
る
。

八
月
号
所
載
、
平
栗
猪
山
の
「
墓
地
」
は
、
そ
の
異
常
な
題
材
に
お
い

て
、
す
で
に
自
然
主
義
詩
の
影
響
を
示
し
て
い
る
。

歩
み
入
る
足
ざ
わ
ぐ
と
雑
草
の

毒
々
し
う
も
湿
り
っ
ゝ
、
温
湿
気
覚
え
ぬ

人
の
脂
肉
温
醸
す
る
と

と
い
う
表
現
、
「
幻
想
」
の
描
写
で
は
あ
る
が
、

大
い
な
る
榎
の
枝
ゆ

青
膨
れ
て
垂
れ
し
女
や

(
中
略
)

暗
き
囚
に
熱
病
み
て

渇
き
苦
し
む
壮
年
の
囚
人
、
野
路
の

霜
枯
れ
に
餓
え
し
乞
食

(
中
略
)

安
宿
に
膿
湧
く
身
を
ば
横
た
へ
て

逝
け
る
若
者
、
山
く
づ
れ
圧
し
つ
ぶ
さ
れ
し

落
塊
の
鉱
掘
工
夫
(
一
八
~
九
頁
)

と
克
明
に
列
挙
し
て
い
く
と
こ
ろ
な
ど
に
も
自
然
主
義
詩
の
影
響
が
現
れ

て
い
る
。

同
じ
八
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
星
葉
の
「
闇
の
き
ざ
み
」
は
、
自
然
主
義

詩
に
よ
く
見
ら
れ
る
、
朔
太
郎
の
「
宿
酔
」
も
扱
っ
て
い
る
、
夜
半
に
ふ

と
目
覚
め
て
死
の
不
安
に
お
び
え
る
と
い
う
テ
ー
マ
を
歌
っ
て
い
る
。

な
に
し
れ
ず
、
何
に
を
び
え
て
?

覚
醒
は
鈍
く
頭
に
閃
め
け
る

眼
ざ
め
ぬ
、
見
え
ぬ
目
を
開
ら
く

闇
の
冷
た
さ
I
I
ほ
の
か
な
る
不
安
ぞ
襲
へ

(
中
略
)

か
っ
く
と
絶
え
ず
や
続
く
量
音
は

何
ぞ
、
け
た
た
ま
し
苦
悶
の
叫
び
'
・
凶
の
鐘

死
の
路
の
駅
に
着
く
と
I
I
二
時
う
ち
ぬ
(
二
六
頁
)

十
一
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
、
惣
津
白
汀
の
「
暮
愁
」
は
、
夕
暮
れ
の
街

の
雑
踏
を
、

赤
き
旗
垂
れ
獣
肉
を

売
る
な
る
店

(
中
略
)

群
衆
の
淫
ら
に
歌
ふ
酒
の
軒

(
中
略
)

荷
車
の
重
き
軋
り

(
中
略
)

五
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首
垂
れ
て
青
き
面
の

若
人
が
ひ
き
鳴
ら
し
く
る
絶
へ
だ
へ
の

胡
弓
の
ひ
び
き
(
五
一
～
二
頁
)

な
ど
と
克
明
に
描
写
し
て
い
る
点
が
自
然
主
義
詩
の
影
響
と
指
摘
し
う

る
。明

治
四
十
年
の
後
半
か
ら
四
十
一
年
の
終
わ
り
に
か
け
て
、
自
然
主
義

詩
の
影
響
が
広
く
詩
を
書
く
青
年
た
ち
の
間
に
及
ん
だ
こ
と
を
確
証
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
後
に
な
る
に
従
っ
て
七
五
調
の
リ
ズ
ム
が
し
だ
い
に
崩

れ
て
い
く
の
も
自
然
主
義
詩
一
般
の
傾
向
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
中
央
の
状
況
か
ら
ワ
ン
テ
ン
ポ
遅
れ
て
、
岡
山
に
い
た
朔

太
郎
が
提
出
し
だ
の
が
、
『
お
ち
栗
』
明
治
四
二
年
五
月
号
に
寄
せ
た
「
宿

酔
」
で
あ
っ
た
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

朔
太
郎
の
短
歌
に
つ
い
て

「
そ
ら
い
ろ
の
は
な
」
所
収
の
朔
太
郎
の
短
歌
作
品
に
つ
い
て
は
、
石

川
啄
木
や
北
原
白
秋
の
影
響
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
安
藤
靖
彦
は
「
萩

原
朔
太
郎
・
そ
の
出
発
期
の
問
題
」
(
『
説
林
』
昭
和
四
二
年
二
月
)
に
お
い
て
、

『
酒
ほ
が
ひ
』
に
収
録
さ
れ
た
吉
井
勇
の
作
品
、

ふ
と
こ
ろ
に
短
銃
あ
る
を
わ
が
ま
へ
の
た
は
れ
女
ど
も
が
知
ら
ぬ
を

か
し
さ

客
も
な
く
酒
場
の
女
や
眠
か
ら
む
R
E
N
D
E
Z
-
V
O
U
S
-
H
O
T
E
L
に
春
の
風

吹
く

な
ど
と
の
類
似
を
指
摘
し
て
い
る
。
(
五
〇
頁
)

し
か
し
、
ま
ず
、
明
治
四
十
二
年
中
に
制
作
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
朔
太
郎

作
品
を
、
明
治
四
十
三
年
九
月
刊
行
の
『
酒
ほ
が
ひ
』
と
対
照
さ
せ
る
の

に
は
問
題
が
あ
る
。
初
出
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
と
、
「
ふ
と
こ
ろ
に
」
の
歌

は
、
朔
太
郎
が
確
実
に
読
ん
だ
と
推
定
さ
れ
る
『
ス
バ
ル
』
明
治
四
十
二

年
五
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
吉
井
の
「
破
甕
」
四
十
九
首
の
う
ち
に
含
ま
れ

て
い
る
が
、
「
客
も
な
く
」
の
歌
は
そ
こ
に
は
見
え
な
い
。
朔
太
郎
が
こ

れ
を
見
た
か
ど
う
か
は
確
認
で
き
な
い
。

ま
た
「
短
銃
」
と
い
う
用
語
に
関
し
て
い
え
ば
、
朔
太
郎
は
、

夕
ざ
れ
ば
そ
ジ
ろ
あ
り
き
す
銃
器
屋
の
、
ま
へ
に
立
ち
て
は
ピ
ス
ト

ル
を
み
る
、

ピ
ス
ト
ル
を
も
ち
て
あ
る
け
ば
巡
査
呼
び
と
が
め
ぬ
、
こ
れ
は
吾
を

う
つ
た
め
、

死
ね
よ
と
や
さ
は
せ
が
ま
ず
も
ピ
ス
ト
ル
に
な
ゝ
つ
の
弾
は
こ
め
あ

る
も
の
を
(
前
掲
『
若
き
日
の
萩
原
朔
太
郎
』
九
三
～
四
、
一
〇
〇
頁
)

な
ど
、
い
ず
れ
も
「
ピ
ス
ト
ル
」
と
い
う
表
記
に
な
っ
て
お
り
、
吉
井
の

歌
に
見
え
る
「
短
銃
」
と
い
う
語
と
の
関
連
性
は
む
し
ろ
薄
い
。

朔
太
郎
の
「
ピ
ス
ト
ル
」
に
対
す
る
影
響
を
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
『
明

星
』
四
十
一
年
十
一
月
号
(
終
刊
号
)
に
掲
載
さ
れ
た
、
木
下
杢
太
郎
(
太

田
正
雄
)

の
作
品

冷
き
も
の
の
も
と
も
冷
か
る
巨
い
な
る
都
府
の
扉
に
短
銃
を
打
つ

の
影
響
を
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
『
ス
バ
ル
』
明
治
四
十
二
年
五
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
鴎
外
の
「
我

百
首
」
の
う
ち
に
、

怯
れ
た
る
男
子
な
り
け
り
A
b
s
i
n
t
h
e
し
た
た
か
飲
み
て
拳
銃
を
取
る

と
い
う
作
品
が
あ
る
の
も
注
意
さ
れ
る
。

ち
な
み
に
、
天
沼
寧
は
「
ピ
ス
ト
ル
・
拳
銃
・
け
ん
銃
・
短
銃
」
(
『
(
大

妻
女
子
大
学
文
学
部
)
紀
要
』
昭
和
五
三
年
三
月
)
に
お
い
て
、
明
治
期
の
各
種

の
辞
書
の
類
を
調
査
し
た
結
果
と
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
報
告
し
て
い
る
。

「
拳
銃
」
は
、
明
治
4
1
年
刊
の
『
こ
と
は
の
泉
補
遺
』
に
至
っ
て
初

め
て
見
出
し
語
と
し
て
採
録
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
「
短
銃
」

は
、
明
治
2
6
年
刊
の
『
日
本
大
辞
書
』
に
す
で
に
採
録
さ
れ
て
お
り
、

以
降
の
各
辞
書
に
す
べ
て
採
録
さ
れ
て
い
る
。
(
中
略
)
し
か
し
、
見

出
し
語
と
し
て
採
録
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
「
拳
銃
」
と

l=
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い
う
語
が
全
く
使
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
『
日

本
大
辞
書
』
の
語
釈
に
は
、
「
ピ
ス
ト
ル
」
の
項
に
、
「
拳
銃
」
と

同
義
語
で
あ
る
と
い
う
意
味
の
こ
と
が
記
し
て
あ
る
。
(
中
略
)
以
上

の
諸
事
実
か
ら
考
え
る
と
、
明
治
時
代
に
は
、
「
拳
銃
」
と
い
う
語

も
あ
る
に
は
あ
っ
た
が
、
こ
れ
よ
り
も
短
銃
の
ほ
う
が
、
伝
統
的
な

語
、
一
做
的
な
語
と
み
ら
れ
て
い
た
と
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
少

な
く
と
も
、
「
拳
銃
」
は
、
「
短
銃
」
よ
り
も
、
新
し
い
語
で
あ
る

と
い
え
そ
う
で
あ
る
。
」
(
九
〇
~
一
頁
)

ア
ル
フ
ァ
ペ
ッ
ト
表
記
に
つ
い
て
い
え
ば
、
さ
き
の
「
A
b
s
l
n
t
h
e
j
を

含
め
て
、
鴎
外
の
「
我
百
首
」
の
う
ち
に
七
例
あ
り
、
白
秋
と
は
別
に
朔

太
郎
へ
の
影
響
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
と
は
別
に
、
鴎
外
の
「
我
百
首
」
に
見
え
る
、

此
恋
を
猶
続
け
ん
は
大
詰
の
後
な
る
幕
を
書
か
ん
が
如
し

は
、
恋
の
楽
し
さ
を
音
楽
に
た
と
え
る
と
い
う
点
で
、
朔
太
郎
の
『
そ
ら

い
ろ
の
は
な
』
の
「
午
後
」
の
章
に
収
め
ら
れ
た
、

楽
し
さ
れ
ど
や
や
足
ら
は
ぬ
よ
讐
ふ
れ
ば

序
楽
を
き
か
ぬ
オ
ペ
ラ
見
る
ご
と

と
同
趣
向
で
あ
る
。
こ
れ
以
外
に
、
鴎
外
の
「
我
百
首
」
の
な
か
の
、

W
a
g
n
e
r
は
め
で
た
き
作
者
さ
さ
や
き
の
人
に
聞
こ
え
ぬ
曲
を
作
り

ぬ

と
、
朔
太
郎
の
同
じ
く
「
午
後
」
の
章
に
収
め
ら
れ
た
、

紅
の
軍
服
着
た
る
友
の
来
て

今
日
も
語
り
ぬ
ワ
グ
ネ
ル
の
こ
と

と
の
あ
い
だ
に
も
類
縁
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

所
謂
「
独
絃
調
」
の
影
響

蒲
原
有
明
の
『
独
絃
哀
歌
』
が
創
始
し
た
、
四
・
七
・
六
の
所
謂
「
独

絃
調
」
の
影
響
を
示
す
も
の
と
し
て
、
投
稿
雑
誌
『
秀
才
文
壇
』
明
治
四

十
年
五
月
号
の
「
新
体
詩
」
の
部
(
馬
場
孤
蝶
選
)

に
お
い
て
「
甲
賞
」

(
第
一
席
)
を
獲
得
し
た
松
岡
惣
太
の
「
恋
」
と
い
う
作
品
を
紹
介
し
よ

ね
が
ひ
は
強
き
ち
か
ら
に
あ
げ
ら
れ
つ
ゝ
、

隙
な
き
吐
息
に
き
ざ
す
そ
の
お
も
ひ
も
、

知
ら
ず
や
、
は
じ
め
は
こ
の
世
荒
野
の
う
ち
、

や
す
み
の
か
げ
に
こ
ぼ
れ
し
か
な
し
き
種
子
、

そ
の
種
子
き
の
ふ
描
き
し
夢
を
ゆ
め
み
、

今
日
こ
そ
燃
ゆ
る
火
熱
く
お
も
ひ
た
ち
け
れ
、

秘
め
し
は
深
き
ほ
の
ほ
の
生
な
り
し
か
、

誰
か
は
恋
の
こ
ゝ
ろ
を
知
り
つ
く
さ
む
、

に
ほ
ひ
の
か
げ
に
め
ざ
め
て
今
ま
た
か
の
、

花
を
し
口
づ
け
、
抱
き
、
手
に
手
を
と
り
、

何
処
へ
、
恋
よ
、
か
け
ら
む
汝
が
麹
ぞ
。

い
と
よ
き
幸
の
み
は
や
く
摘
み
去
る
時
、

胸
に
は
残
る
面
影
消
し
が
た
き
は
、

唇
顛
へ
て
た
へ
ぬ
眼
の
う
る
ほ
ひ
。
(
三
三
頁
)

こ
の
作
品
に
は
、
一
行
十
七
字
の
十
四
行
と
い
う
蒲
原
有
明
の
ソ
ネ
ッ

ト
形
式
が
忠
実
に
模
倣
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
一
行
の
句
切
れ
も
所
謂
「
独

絃
調
」
の
四
・
七
・
六
に
ほ
ぼ
統
一
さ
れ
て
い
る
。
詩
語
や
措
辞
も
有
明

ば
り
で
あ
る
が
、
表
現
さ
れ
た
意
味
内
容
は
平
凡
で
あ
り
、
有
明
の
詩
想

の
足
下
に
も
到
達
し
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
か
ら
、
新
し
い
近

代
詩
の
創
造
が
出
発
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、

朔
太
郎
の
「
憂
愁
の
森
」
の
方
が
、
有
明
の

く
ど
も
〉
語
法
に
た
く
さ
れ

た
、
内
界
と
外
界
の
乖
離
と
い
う
そ
の
詩
想
の
本
質
を
移
し
え
て
い
る
と

い
え
よ
う
。
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「
憂
愁
の
森
」
の
リ
ズ
ム

初
期
の
「
愛
憐
詩
篇
」
が
制
作
さ
れ
た
時
期
に
残
さ
れ
た
未
定
稿
の
う

ち
に
、
「
憂
愁
の
森
」
の
響
き
の
名
残
を
と
ど
め
る
作
品
を
、
い
く
つ
か

認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

は
じ
め
に
掲
げ
る
の
は
、
「
白
昼
夢
」
と
題
す
る
未
定
稿
で
あ
る
。
こ

れ
は
、
「
習
作
集
第
八
巻
」
に
記
さ
れ
た
同
名
の
未
発
表
作
品
の
草
稿
で

あ
り
、
そ
の
こ
と
か
ら
大
正
二
年
九
月
頃
に
制
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
る
。

見
よ
や
空
に
は
日
輪
も
え

き
ほ
ひ
猛
な
る
投
槍
の
ほ
さ
き

火
の
ご
と
く

人
の
胸
を
つ
ら
ぬ
け
り

時
し
も
あ
れ
や

わ
が
心
い
た
く
飢
え

〔
ゑ
〕

て

ひ
ね
も
す
鎧
ゑ
は
て
し
く
だ
も
の
の
に
ほ
ひ
を
か
ぐ

や
み
が
た
き
没
落
に
い
た
ら
ん
と
す

す
べ
て
若
き
日
は
く
ち
な
は
の
縞
あ
る
背
に
生
れ

身
う
ち
こ
と
ご
と
く
ふ
る
へ
て

か
の
青
き
南
国
の
海
を
嘆
き
し
た
へ
り

わ
が
身
は
沃
度
も
て
ぬ
ら
る
と
も

ア
ル
マ
の
唇
に
に
ほ
ふ
ひ
な
げ
し
(
部
分
『
全
集
』
第
三
巻
、
五
〇
〇
頁
)

文
語
自
由
律
の
響
き
、
「
見
よ
や
」
「
わ
が
心
い
た
く
飢
え
て
」
な
ど
、

細
部
の
表
現
に
お
い
て
、
「
憂
愁
の
森
」
と
の
類
縁
を
感
じ
さ
せ
る
。
こ

こ
に
は
く
ど
も
〉
類
似
の
語
法
も
欠
け
て
は
い
な
い
。

つ
ぎ
に
引
く
無
題
の
未
定
稿
は
、
「
習
作
集
第
九
巻
」
の
「
青
空
」
の

草
稿
で
、
作
中
に
「
あ
あ
十
月
半
ば
の
空
高
く
」
と
あ
り
、
大
正
二
年
十

月
の
作
品
と
推
定
さ
れ
る
。

か
く
し
て
林
を
い
で

行
人
の
秋
を
問
1

に
あ
へ
ば

し
き
り
に
愁
ひ
し
た
た
り
落
つ
る
に
よ
り

つ
め
た
く
路
上
に
坐
れ
る
な
り

あ
あ
友
の
呼
ば
へ
る
声
も
い
と
は
る
か

み
ず
う
み
の
ほ
と
り
に
鳴
き
つ
れ
連
山
の
麓
に
去
り
ゆ
く
鳥
(
部
分
、

同
、
五
〇
二
頁
)

こ
れ
も
、
文
語
自
由
律
の
リ
ズ
ム
、
「
つ
め
た
く
路
上
に
坐
れ
る
な
り
」

な
ど
の
表
現
、
林
の
な
か
を
ひ
と
り
さ
ま
よ
う
と
い
う
全
体
の
構
図
な
ど

が
「
憂
愁
の
森
」
と
の
類
似
を
感
じ
さ
せ
る
。

「
習
作
集
第
九
巻
」
の
「
青
空
」
に
は
、

か
く
も
わ
が
身
は
や
さ
し
さ
に
み
ち
た
れ
ど

何
と
て
こ
こ
ろ
晴
明
に
な
込
み
ゑ
ざ
る
か

と
い
う
フ
レ
ー
ズ
が
見
え
、
こ
こ
に
く
ど
も
〉
類
似
語
法
が
使
用
さ
れ
て

い
る
。

「
愛
憐
詩
篇
」
期
の
初
期
、
朔
太
郎
は
白
秋
の
「
抒
情
小
曲
」
の
ス
タ

イ
ル
を
模
倣
す
る
一
方
で
、
「
憂
愁
の
森
」
の
延
長
線
上
に
新
し
い
方
向

性
を
模
索
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

註

*

自
然
主
義
詩
の
最
初
の
実
践
は
、
『
早
稲
田
文
学
』
明
治
四
〇
年
一
月
号
に
掲
載
さ
れ

た
人
見
東
明
の
「
漂
浪
」
で
あ
る
。
異
常
な
題
材
を
叙
事
詩
風
に
展
開
し
た
も
の
で
あ
る
。

東
明
は
「
脱
獄
」
(
三
月
号
)
「
焼
場
」
(
六
月
号
)
と
試
み
を
続
け
た
。
明
治
四
〇
年
三
月

号
』
所
載
の
「
汗
」
で
加
藤
介
春
が
こ
れ
に
続
い
た
。
介
春
は
や
が
て
、
相
馬
御
風
の
「
雑

居
」
(
『
早
稲
田
文
学
』
明
治
四
〇
年
四
月
号
)

の
影
響
な
ど
を
受
け
て
、
東
明
の
叙
事
詩

的
ス
タ
イ
ル
を
脱
却
し
、
『
早
稲
田
文
学
』
明
治
四
〇
年
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
「
微
の
花
」

に
お
い
て
、
比
喩
を
排
し
て
対
象
を
具
体
的
か
つ
克
明
に
描
写
す
る
と
い
う
、
自
然
主
義

詩
の
基
本
的
な
ス
タ
イ
ル
を
確
立
す
る
。
拙
著
第
二
章
第
二
節
参
照
。
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