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土
佐
日
記
』
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」
和
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に
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す
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て
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平

沢

竜
介

　
　
　
　
　
一

　
か

つ
て
萩
谷
朴
は
「
『
土
佐
日
記
』
は
歌
論
書
か
」
と
題
す
る
論
文
（
－
）
に
お
い
て
『
土

佐
日
記
』
は
、
「
興
味
本
位
の
啓
蒙
的
な
意
味
に
お
い
て
は
よ
り
有
効
な
そ
し
て
そ
の
思

想
内
容
よ
り
す
れ
ば
同
時
代
の
常
識
的
な
歌
論
書
よ
り
も
却
っ
て
豊
富
周
到
な
内
容
を

も
つ
歌
論
書
と
し
て
、
貫
之
自
身
、
又
当
時
の
歌
を
よ
む
人
々
に
よ
っ
て
期
待
さ
れ
歓

迎
さ
れ
た
作
歌
指
導
書
で
あ
っ
た
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
」
と
し
て
『
土
佐
日
記
』
の

主
題
に

そ
の
歌
論
書
的
性
格
を
指
摘
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
れ
以
降
の
い
く
つ
か
の
論
考
（
2
）

に

お

い
て

そ
の
主
題
論
を
深
化
さ
せ
、
最
終
的
に
は
『
土
佐
日
記
』
は
「
五
十
五
日
間

の
旅
行
の
事
実
を
素
材
と
し
、
克
明
に
日
次
を
逐
う
た
日
記
の
形
を
執
っ
て
は
い
る
も

の

の
、
そ
の
間
に
脚
色
・
虚
構
を
多
用
し
た
、
寧
ろ
創
作
に
近
い
作
品
で
あ
っ
て
、
表

層
第
一
主
題
1
1
歌
論
展
開
、
表
層
第
二
主
題
“
社
会
調
刺
、
表
層
第
三
主
題
‖
自
己
反

照
と
い
う
三
大
主
題
を
並
行
さ
せ
た
、
極
め
て
多
目
的
で
、
複
雑
多
岐
な
内
容
を
包
含

し
た
作
品
で
あ
る
」
と
し
た
（
3
）
。

　
し
か
し
、
文
学
作
品
に
お
け
る
主
題
を
「
作
家
が
そ
の
作
品
に
お
い
て
最
も
表
現
し

た
い
と
意
図
す
る
も
の
」
と
定
義
す
る
な
ら
、
．
『
土
佐
日
記
』
の
主
題
は
自
己
反
照
、
特

に
亡
児
哀
傷
の
部
分
に
存
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
既
に
拙
論
で
も
述
べ
た
と
お
江
4
）
、

貫
之
は
自
ら
切
実
に
表
現
し
た
い
テ
ー
マ
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
直
接

表
現
す
る
こ
と
は
、
当
時
の
文
芸
観
か
ら
す
る
と
律
令
官
人
と
し
て
あ
る
ま
じ
き
行
為

で
あ
っ
た
が
た
め
に
、
貫
之
は
『
土
佐
日
記
』
に
様
々
な
偽
装
を
施
し
、
こ
の
日
記
が

い

い
加
減
に
書
か
れ
た
よ
う
に
見
せ
か
け
て
、
世
間
の
非
難
を
か
わ
し
な
が
ら
、
そ
こ

に

彼
の
真
に

表
現
し
た
い
も
の
組
み
込
ん
だ
と
推
察
さ
れ
る
。
『
土
佐
日
記
』
を
読
ん
だ

と
き
、
一
見
主
題
が
混
乱
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
の
も
、
実
は
貫
之
が
意
図
的

に

行
っ
た
操
作
で
、
貫
之
は
自
ら
が
真
に
表
現
し
た
い
も
の
の
他
に
、
和
歌
に
関
す
る

記
述
等
の
様
々
な
要
素
を
取
り
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
『
土
佐
日
記
』
に
様
々
な
テ
ー
マ

が
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
せ
か
け
て
主
題
を
分
裂
さ
せ
、
作
品
に
い
い
加
減
な
も

の

と
の
印
象
を
与
え
、
世
間
の
非
難
を
か
わ
し
な
が
ら
、
彼
の
表
現
し
た
い
も
の
を
表

現
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
す
る
と
、
『
土
佐
日
記
』
に
お
け
る
和
歌
に
関
す
る
様
々
な

記
述
は
、
『
土
佐
日
記
』
に
歌
論
的
主
張
を
織
り
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
主
題
を
曖
昧
に

し
て
、
『
土
佐
日
記
』
が
い
い
加
減
に
書
か
れ
た
も
の
と
の
印
象
を
植
え
付
け
る
た
め
に

取
り
入
れ
ら
れ
た
題
材
の
一
つ
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
先
に
述
べ
た
文
学
作
品
の
主
題

の
定
義
に
従
う
な
ら
ば
、
『
土
佐
日
記
』
の
主
題
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
が
、
真
に
表
現
し
た
い
内
容
を
稻
晦
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
記
述
で
あ
る
に
し
て

も
、
そ
の
こ
と
は
『
土
佐
日
記
』
に
記
さ
れ
て
い
る
和
歌
に
関
す
る
記
述
の
内
容
が
い

い
加
減
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
貫
之
は
『
土
佐
日
記
』

に
お
い
て
、
主
題
を
混
乱
さ
せ
、
真
に
表
現
し
た
い
も
の
を
轄
晦
す
る
た
め
に
和
歌
に

関
す
る
記
述
を
取
り
入
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
に
主
題
を
曖
昧
に
す
る
た
め

に

な
さ
れ
た
記
述
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
詳
細
を
検
討
し
て
み
る
と
、
そ
こ
に
は
論
の
一



貫
性
が
認
め
ら
れ
、
日
記
執
筆
当
時
の
貫
之
が
心
の
中
に
抱
い
て
い
た
和
歌
に
対
す
る

真
摯
な
省
察
や
彼
が
そ
う
し
た
記
述
に
託
し
て
密
か
に
表
現
し
た
か
っ
た
も
の
を
見
て

取
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
『
土
佐
日
記
』
に
見
ら
れ
る
和
歌
に
関
す
る
記
述
の
分
析
を
通

し
て
、
そ
れ
ら
の
記
述
に
よ
っ
て
貫
之
が
表
現
し
た
か
っ
た
も
の
は
何
か
と
い
う
点
に

つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
と
思
う
。

　
　
　
　

二

　
『
土
佐
日
記
』
の
和
歌
に
関
す
る
記
述
の
中
で
ま
ず
目
を
引
く
の
は
漢
詩
に
関
す
る

記
述
が
出
て
き
た
後
、
必
ず
和
歌
に
関
す
る
記
述
が
出
て
く
る
こ
と
で
あ
る
。
該
当
す

る
箇
所
を
引
い
て
み
よ
う
。

資
料
①

（
1
）
漢
詩
、
声
あ
げ
て
い
ひ
け
り
。
和
歌
、
主
も
客
人
も
、
こ
と
人
も
い
ひ
あ
へ
り
。

　
　

漢
詩
は
こ
れ
に
え
書
か
ず
。
和
歌
、
主
の
守
の
よ
め
り
け
る
、

　
　
　
　

み
や

こ
出
で
て
君
に
あ
は
む
と
来
し
も
の
を
来
し
か
ひ
も
な
く
別
れ
ぬ
る

　
　
　
　
か
な

　
　
　
と
な
む
あ
り
け
れ
ば
、
帰
る
前
の
守
の
よ
め
り
け
る
、

　
　
　
　

し
ろ
た
へ
の
波
路
を
遠
く
行
き
交
ひ
て
わ
れ
に
似
べ
き
は
た
れ
な
ら
な
く

　
　
　
　
に

　
　
　
こ
と
人
々
の
も
あ
り
け
れ
ど
、
さ
か
し
き
も
な
か
る
べ
し
。
（
十
二
月
二
十
六
日
）

二

（
2
）
こ
の
折
に
、
あ
る
人
々
、
折
節
に
つ
け
て
、
漢
詩
ど
も
、
時
に
似
つ
か
は
し
き

　
　
い
ふ
。
ま
た
、
あ
る
人
、
西
国
な
れ
ど
甲
斐
歌
な
ど
い
ふ
。
「
か
く
う
た
ふ
に
、

　
　
船
屋
形
の
塵
も
散
り
、
空
行
く
雲
も
漂
ひ
ぬ
」
と
そ
い
ふ
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
二
月
二
十
七
日
）

（
3
）
む
べ
も
、
昔
の
男
は
、
「
樟
は
穿
つ
波
の
上
の
つ
き
を
、
舟
は
圧
ふ
海
の
中
の

　
　
空
を
」
と
は
い
ひ
け
む
。
聞
き
戯
れ
に
聞
け
る
な
り
。
ま
た
、
あ
る
人
の
よ
め

　
　
る
歌
、

　
　
　
　
水
底
の
月
の
上
よ
り
漕
ぐ
舟
の
樟
に
さ
は
る
は
桂
な
る
ら
し

　
　

こ
れ
を
聞
き
て
、
あ
る
人
の
ま
た
よ
め
る
、

　
　
　
　
か
げ
見
れ
ば
波
の
底
な
る
ひ
さ
か
た
の
空
漕
ぎ
わ
た
る
わ
れ
ぞ
わ
び
し
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
月
十
七
日
）

（
4
）
男
ど
ち
は
、
心
や
り
に
や
あ
ら
む
、
漢
詩
な
ど
い
ふ
べ
し
。
船
も
出
だ
さ
で
、

　
　

い
た
づ
ら
な
れ
ば
、
あ
る
人
の
よ
め
る
、

　
　
　
　
磯
ふ
り
の
寄
す
る
磯
に
は
年
月
を
い
つ
と
も
わ
か
ぬ
雪
の
み
ぞ
降
る

　
　

こ
の
歌
は
、
常
に
せ
ぬ
人
の
言
な
り
。
ま
た
、
人
の
よ
め
る
、

　
　
　
　
風

に
よ
る
波
の
磯
に
は
鶯
も
春
も
え
知
ら
ぬ
花
の
み
ぞ
咲
く

　
　

こ
の
歌
ど
も
を
、
す
こ
し
よ
ろ
し
、
と
聞
き
て
、
船
の
長
し
け
る
翁
、
月
日
ご

　
　
ろ
の
苦
し
き
心
や
り
に
よ
め
る
、

　
　
　
　
立
つ
波
を
雪
か
花
か
と
吹
く
風
ぞ
寄
せ
つ
つ
人
を
は
か
る
べ
ら
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
月
十
八
日
）

（
5
）
二
十
日
の
夜
の
月
出
で
に
け
り
。
山
の
端
も
な
く
て
、
海
の
中
よ
り
ぞ
出
で
く
る
。



　
　
か
う
や
う
な
る
を
見
て
や
、
昔
、
阿
倍
仲
麻
呂
と
い
ひ
け
る
人
は
、
唐
土
に
わ

　
　
た
り
て
、
帰
り
来
け
る
時
に
、
船
に
乗
る
べ
き
と
こ
ろ
に
て
、
か
の
国
人
、
馬

　
　
の

は
な
む
け
し
、
別
れ
惜
し
み
て
、
か
し
こ
の
、
漢
詩
作
り
な
ど
し
け
る
。
飽

　
　
か
ず
や
あ
り
け
む
、
二
十
日
の
夜
の
月
出
つ
る
ま
で
ぞ
あ
り
け
る
。
そ
の
月
は
、

　
　
海

よ
り
ぞ
出
で
け
る
。
こ
れ
を
見
て
ぞ
仲
麻
呂
の
ぬ
し
、
「
わ
が
国
に
、
か
か

　
　

る
歌
を
な
む
、
神
代
よ
り
神
も
よ
ん
給
び
、
今
は
上
、
中
、
下
の
人
も
、
か
う

　
　
や
う
に
、
別
れ
を
惜
し
み
、
喜
び
も
あ
り
、
悲
し
び
も
あ
る
時
に
は
よ
む
」
と
て
、

　
　
よ
め
り
け
る
歌
、

　
　
　
　
青
海
原
ふ
り
さ
け
み
れ
ば
春
日
な
る
三
笠
の
山
に
出
で
し
月
か
も

　
　

と
そ
よ
め
り
け
る
。
か
の
国
人
、
聞
き
知
る
ま
じ
く
、
思
ほ
え
た
れ
ど
も
、
言

　
　

の
心

を
、
男
文
字
に
さ
ま
を
書
き
出
だ
し
て
、
こ
こ
の
こ
と
ば
伝
え
た
る
人
に

　
　

い
ひ

知
ら
せ
け
れ
ば
、
心
を
や
聞
き
得
た
り
け
む
、
い
と
思
ひ
の
ほ
か
に
な
む

　
　
賞
で
け
る
。
唐
土
と
こ
の
国
と
は
、
言
異
な
る
も
の
な
れ
ど
、
月
の
か
げ
は
同

　
　

じ
こ
と
な
る
べ
け
れ
ば
、
人
の
心
も
同
じ
こ
と
に
や
あ
ら
む
。
（
一
月
二
十
日
）

（
6
）
男
た
ち
の
心
な
ぐ
さ
め
に
、
漢
詩
に
「
日
を
望
め
ば
都
遠
し
」
な
ど
い
ふ
な
る

　
　
言
の
さ
ま
を
聞
き
て
、
あ
る
女
の
よ
め
る
歌
、

　
　
　
　

日
を
だ
に
も
天
雲
近
く
見
る
も
の
を
み
や
こ
へ
と
思
ふ
道
の
は
る
け
さ

　
　
ま
た
、
あ
る
人
の
よ
め
る
、

　
　
　
　
吹
く
風
の
絶
え
ぬ
限
り
し
立
ち
来
れ
ば
波
路
は
い
と
ど
は
る
け
か
り
け
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
月
二
十
七
日
）

　
以
上
が
『
土
佐
日
記
』
で
漢
詩
へ
の
言
及
が
な
さ
れ
た
場
面
の
全
て
で
あ
る
。
こ
の

（
1
）
か
ら
（
6
）
の
用
例
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
『
土
佐
日
記
』
で
は
漢
詩
に
つ
い
て

の
言
及
が
な
さ
れ
る
と
、
必
ず
和
歌
が
詠
ま
れ
る
と
い
う
現
象
が
見
て
取
れ
る
。
（
2
）

の

甲
斐
歌
は
和
歌
と
認
め
て
よ
い
か
ど
う
か
異
見
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
が
、
甲
斐

歌

は
『
古
今
集
』
巻
二
十
東
歌
に
、
陸
奥
歌
七
首
、
相
模
歌
一
首
、
常
陸
歌
二
首
、
甲

斐
歌
二
首
、
伊
勢
歌
一
首
、
そ
れ
に
藤
原
敏
行
の
「
冬
の
賀
茂
の
祭
の
歌
」
と
い
う
順

で
収
め
ら
れ
て
い
る
。
巻
二
十
に
収
め
ら
れ
て
い
る
歌
は
、
当
時
何
ら
か
の
旋
律
を
伴
っ

て
謡
わ
れ
て
い
た
歌
謡
と
推
定
さ
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
五
・
七
・
五
・
七
・
七
の
短
歌
形

式
を
有
し
て
お
り
、
『
古
今
和
歌
集
』
と
い
う
よ
う
に
和
歌
の
集
に
収
め
ら
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
す
る
と
、
い
ず
れ
も
貫
之
の
時
代
に
は
和
歌
と
認
め
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
漢
詩
の
語
あ
る
い
は
漢
詩
の
引
用
が
文
章
中
に
現
れ
る
時
、

必
ず
和
歌
が
そ
れ
に
続
い
て
記
さ
れ
る
と
い
う
事
実
は
、
『
土
佐
日
記
』
の
作
者
貫
之
が

漢
詩
と
和
歌
が
対
等
の
地
位
に
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
を
意
図
し
て
行
っ
た
意
識
的
な

表
現
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
特
に
、
（
3
）
、
（
6
）
の
用
例
は
漢
詩
あ
る
い
は
漢
文
の
内

容
を
和
歌
で
翻
案
し
た
形
と
な
っ
て
お
り
、
漢
詩
と
和
歌
の
同
等
性
を
よ
り
強
く
示
す

も
の
と
い
え
よ
う
。

　
し
か
し
、
そ
れ
の
み
で
は
な
い
。
『
土
佐
日
記
』
の
漢
詩
に
関
す
る
記
述
の
中
で
も
（
5
）

の
阿
倍
仲
麻
呂
の
帰
国
に
際
し
て
の
記
述
は
、
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
主
張
を
含
ん
で
い

る
。
（
5
）
の
記
述
に
お
い
て
は
、
仲
麻
呂
が
唐
か
ら
の
帰
国
に
際
し
て
和
歌
を
詠
ん
だ

と
き
、
仲
麻
呂
が
「
わ
が
国
に
、
か
か
る
歌
を
な
む
、
神
代
よ
り
神
も
よ
ん
給
び
、
今

は
上
、
中
、
下
の
人
も
、
か
う
や
う
に
、
別
れ
を
惜
し
み
、
喜
び
も
あ
り
、
悲
し
び
も

三



四

あ
る
時
に
は
よ
む
」
と
語
っ
た
と
記
し
て
い
る
。
仲
麻
呂
が
実
際
こ
の
よ
う
に
語
っ
た

か
ど
う
か
定
か
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
帰
国
に
際
し
て
の
互
い
に
な
ご
り
を
惜
し
む
場

面
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
説
明
口
調
の
発
言
は
そ
の
場
に
そ
ぐ
わ
な
い
も
の
で
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
発
言
は
仲
麻
呂
の
も
の
と
す
る
よ
り
、
『
土
佐
日
記
』
の
作
者
、

貫
之
の
も
の
と
見
な
す
方
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
貫
之
は
仲
麻
呂
の
口
を
借
り
て
、

単
に
和
歌
は
漢
詩
と
対
等
も
の
で
あ
る
の
み
で
な
く
、
日
本
独
自
の
文
学
形
態
で
あ
り
、

神
代
の
昔
か
ら
今
に
い
た
る
ま
で
、
身
分
の
上
下
に
か
か
わ
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
人
々
が
、

喜
び
や
悲
し
み
が
心
の
中
で
生
じ
た
時
に
詠
む
も
の
だ
と
い
う
主
張
を
語
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。

　
し
か
も
こ
の
仲
麻
呂
の
口
を
か
り
て
な
さ
れ
た
主
張
は
こ
の
一
月
二
十
日
の
場
面
に

と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
の
主
張
は
『
土
佐
日
記
』
の
他
の
部
分
か
ら
も
窺

い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
「
上
、
中
、
下
の
人
」
が
歌
を
詠
む
と
い
う
主
張
は
、

『
土
佐
日
記
』
に
お
い
て
は
、
貫
之
の
他
、
亡
児
の
母
、
淡
路
の
専
女
と
い
う
老
女
、

あ
る
人
、
あ
る
女
、
童
、
女
の
童
と
い
っ
た
人
々
が
歌
の
詠
み
手
と
な
る
と
い
う
よ
う

に
、
老
若
男
女
、
身
分
の
上
下
に
か
か
わ
ら
ず
多
く
の
人
々
が
歌
を
詠
む
と
い
う
形
で

具
現
化
さ
れ
て
い
る
。
『
土
佐
日
記
』
の
場
合
、
一
番
高
い
身
分
と
い
っ
て
も
貫
之
程
度

と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
う
し
た
場
合
で
も
身
分
の
上
下
に
関
係
な

く
歌
は
詠
ま
れ
る
こ
と
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
仲
麻
呂
の
口
か
ら
出
た
「
上
、
中
、
下
」

は
上
流
貴
族
か
ら
下
級
の
人
々
ま
で
、
つ
ま
り
あ
ら
ゆ
る
階
層
の
人
々
の
意
味
と
思
わ

れ
、
貫
之
の
真
意
も
そ
こ
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
『
土
佐
日
記
』
と
い
う
貫
之
を
筆

頭

と
す
る
旅
の
記
録
と
い
う
文
学
形
態
に
お
い
て
は
、
貫
之
は
貫
之
一
行
の
あ
ら
ゆ
る

人
々
が
歌
を
詠
む
と
い
う
形
で
し
か
「
上
、
中
、
下
の
人
」
が
歌
を
詠
む
と
い
う
主
張

を
示
し
え
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
『
土
佐
日
記
』
に
お
け
る
様
々
な
人
々
の

詠
歌
行
為
が
、
仲
麻
呂
の
主
張
と
呼
応
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
「
上
、
中
、
下
」

が
「
あ
ら
ゆ
る
階
層
の
人
々
」
を
意
味
し
う
る
こ
と
を
貫
之
は
十
分
承
知
し
て
い
た
で

あ
ろ
う
（
5
）
。

　
ま
た
、
『
土
佐
日
記
』
に
は
和
歌
が
詠
ま
れ
た
前
後
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
し
ば
し
ば

見
受
け
ら
れ
る
。

資
料
②

（
1
）
女
子
の
な
き
の
み
ぞ
悲
し
び
恋
ふ
る
。
あ
る
人
々
も
え
堪
へ
ず
。
こ
の
あ
ひ
だ

　
　
　
に
、
あ
る
人
の
書
き
て
出
だ
せ
る
歌
、
　
　
　
　
　
　
　
（
十
二
月
二
十
七
日
）

（
2
）
か
く
別
れ
が
た
く
い
ひ
て
、
か
の
人
々
の
、
く
ち
網
も
諸
持
ち
に
て
、
こ
の
海

　
　
　
辺
に
て
に
な
ひ
出
だ
せ
る
歌
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
二
月
二
十
七
日
）

（
3
）
岸
に
も
い
ふ
こ
と
あ
る
べ
し
。
船
に
も
思
ふ
こ
と
あ
れ
ど
、
か
ひ
な
し
。
か
か

　
　

れ
ど
、
こ
の
歌
を
ひ
と
り
ご
と
に
し
て
、
や
み
ぬ
。
　
　
　
　
　
（
一
月
九
日
）

（
4
）
お
も
し
ろ
し
と
見
る
に
堪
へ
ず
し
て
、
船
人
の
よ
め
る
歌
、
　
　
（
一
月
九
日
）

（
5
）
船
も
出
だ
さ
で
、
い
た
づ
ら
な
れ
ば
、
あ
る
人
の
よ
め
る
、
　
三
月
十
八
日
）

（
6
）
こ
の
歌
ど
も
を
す
こ
し
よ
ろ
し
、
と
聞
き
て
、
船
の
長
し
け
る
翁
、
月
日
ご
ろ

　
　
　
の
苦
し
き
心
や
り
に
よ
め
る
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
月
十
八
日
）

（
7
）
童
も
姐
も
、
い
つ
し
か
と
し
思
へ
ば
に
や
あ
ら
む
、
い
た
く
喜
ぶ
。
こ
の
中
に
、

　
　

淡
路
の
専
女
と
い
ふ
人
の
よ
め
る
歌
、
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
月
二
十
六
日
）



（
8
）
苦
し
き
に
堪
へ
ず
し
て
、
人
も
い
ふ
こ
と
と
て
、
心
や
り
に
い
へ
る
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
月
一
日
）

（
9
）
風
の
吹
く
こ
と
や
ま
ね
ば
、
岸
の
波
立
ち
返
る
。
こ
れ
に
つ
け
て
よ
め
る
歌
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
月
三
日
）

（
1
0
）
た
だ
、
昔
の
人
を
の
み
恋
ひ
つ
つ
、
船
な
る
人
の
よ
め
る
、
　
　
（
二
月
四
日
）

（
H
）
あ
る
人
の
堪
へ
ず
し
て
、
船
の
心
や
り
に
よ
め
る
、
　
　
　
　
　
（
二
月
四
日
）

（
1
2
）
な
ほ
、
同
じ
と
こ
ろ
に
日
を
経
る
こ
と
を
嘆
き
て
、
あ
る
女
の
よ
め
る
歌
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
月
四
日
）

（
1
3
）
こ
れ
か
れ
、
苦
し
け
れ
ば
、
よ
め
る
歌
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
月
五
日
）

（
1
4
）
京
の
近
づ
く
喜
び
の
あ
ま
り
に
、
あ
る
童
の
よ
め
る
歌
、
　
　
　
（
二
月
五
日
）

（
1
5
）
こ
こ
に
、
昔
へ
人
の
母
、
一
日
片
時
も
忘
れ
ね
ば
よ
め
る
、
　
　
（
二
月
五
日
）

（
1
6
）
み
や
こ
近
く
な
り
ぬ
と
い
ふ
を
喜
び
て
、
船
底
よ
り
頭
を
も
た
げ
て
、
か
く
そ

　
　
い

へ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
月
六
日
）

（
1
7
）
こ
の
歌
は
、
・
み
や
こ
近
く
な
り
ぬ
る
喜
び
に
堪
へ
ず
し
て
、
い
へ
る
な
る
べ
し
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
二
月
七
日
）

（
1
8
）
京
の
う
れ
し
き
あ
ま
り
に
、
歌
も
あ
ま
り
ぞ
多
か
る
。
　
　
　
（
二
月
十
六
日
）

（
1
9
）
な
ほ
、
悲
し
き
に
堪
へ
ず
し
て
、
ひ
そ
か
に
心
知
れ
る
人
と
い
へ
り
け
る
歌
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（二
月
十
六
日
）

　
こ
れ
ら
の
表
現
を
見
る
と
、
歌
は
、
別
れ
を
惜
し
ん
だ
り
、
旅
の
苦
し
さ
を
嘆
い
た

り
す
る
気
持
ち
、
・
風
景
へ
の
感
興
、
亡
く
な
っ
た
女
子
を
悲
し
み
、
恋
し
く
思
う
気
持

ち
、
京
に
早
く
着
き
た
い
と
い
う
願
望
、
京
に
近
づ
く
喜
び
、
な
ど
と
い
っ
た
様
々
な

感
情
が
起
こ
っ
た
時
に
詠
ま
れ
て
い
る
。
か
つ
、
そ
れ
ら
の
中
に
は
、
「
あ
る
人
々
も

え
堪
へ
ず
」
「
お
も
し
ろ
し
と
見
る
に
堪
へ
ず
し
て
」
「
苦
し
き
に
堪
へ
ず
し
て
」
「
喜
び

に
堪
へ
ず
し
て
」
「
苦
し
き
心
や
り
に
」
「
船
の
心
や
り
に
」
と
い
う
よ
う
に
「
堪
へ
ず
」

と
か
「
心
や
り
」
と
い
っ
た
表
現
が
多
く
看
取
さ
れ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
和
歌
は
心
の

中
に
強
い
感
情
が
起
こ
っ
た
時
、
そ
う
し
た
感
情
を
こ
ら
え
き
れ
ず
、
そ
れ
を
慰
め
た

り
、
和
ら
げ
た
り
す
る
も
の
と
し
て
詠
ま
れ
る
も
の
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
思

わ
れ

る
。
何
気
な
い
表
現
の
よ
う
で
あ
る
が
、
右
に
引
い
た
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
表

現
は
、
貫
之
が
意
図
的
に
用
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
仲
麻
呂
の

逸
話
の
中
に
出
て
く
る
、
和
歌
と
は
「
別
れ
を
惜
し
み
、
喜
び
も
あ
り
、
悲
し
び
も
あ

る
時
に
は
よ
む
」
と
い
う
主
張
の
繰
り
返
し
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。　

し
か
も
、
仲
麻
呂
の
逸
話
で
は
、
仲
麻
呂
の
歌
を
人
々
が
「
思
ひ
の
ほ
か
に
な
む
賞

で
」
た
点
に
ふ
れ
て
、
「
唐
土
と
こ
の
国
と
は
、
言
異
な
る
も
の
な
れ
ど
、
月
の
か
げ
は

同
じ
こ
と
な
る
べ
け
れ
ば
、
人
の
心
も
同
じ
こ
と
に
や
あ
ら
む
」
す
な
は
ち
、
中
国
と

日
本
と
は
言
葉
は
異
な
っ
て
い
る
が
、
人
の
心
は
同
じ
で
あ
る
か
ら
詩
の
形
は
違
っ
て

も
共
感
さ
せ
る
力
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
。
ま
た
、
『
土
佐
日
記
』
に
は
、
こ
の
他

に
も

資
料
③

（
1
）
男
も
女
も
、

五

い
か

で

と
く
京
へ
も
が
な
、
と
思
ふ
心
あ
れ
ば
、
こ
の
歌
よ
し
と



　
　
゜
に
は
あ
ら
ね
ど
、
げ
に
、
と
思
ひ
て
、
人
々
忘
れ
ず
。
　
　
　
（
一
月
十
一
日
）

（
2
）
か
か
る
あ
ひ
だ
に
、
船
君
の
病
者
、
も
と
よ
り
こ
ち
こ
ち
し
き
人
に
て
、
か
う

　
　

や
う
の
こ
と
、
さ
ら
に
知
ら
ざ
り
け
り
。
か
か
れ
ど
も
、
淡
路
専
女
の
歌
に
め

　
　
で

て
、
み
や
こ
誇
り
に
も
や
あ
ら
む
、
か
ら
く
し
て
、
あ
や
し
き
歌
ひ
ね
り
出

　
　
だ
せ
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
月
七
日
）

（
3
）
こ
れ
を
見
て
、
昔
の
子
の
母
、
悲
し
き
に
堪
へ
ず
し
て
、

　
　
　
　
な
か
り
し
も
あ
り
つ
つ
帰
る
人
の
子
を
あ
り
し
も
な
く
て
来
る
が
悲
し
さ

　
　
と
い
ひ
て
ぞ
泣
き
け
る
。
父
も
こ
れ
を
聞
き
て
、
い
か
が
あ
ら
む
。
か
う
様
の

　
　

こ
と
も
、
歌
も
好
む
と
て
あ
る
に
も
あ
ら
ざ
る
べ
し
。
唐
土
も
こ
こ
も
、
思
ふ

　
　
こ
と
に
堪
へ
ぬ
時
の
わ
ざ
と
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
月
九
日
）

　
と
い
っ
た
記
述
が
存
す
る
。
そ
れ
ら
に
は
、
（
1
）
の
よ
う
に
歌
が
人
々
の
心
を
代

弁
し
て
い
る
よ
う
だ
と
い
っ
て
共
感
し
た
り
、
（
2
）
の
よ
う
に
よ
い
歌
に
感
動
し
て
歌

を
詠
じ
た
り
、
さ
ら
に
は
（
3
）
の
よ
う
に
歌
を
聞
い
て
心
を
動
か
さ
れ
る
と
同
時
に
、

歌
を
詠
む
こ
と
も
漢
詩
を
詠
ず
る
こ
と
も
自
ら
の
感
情
を
こ
ら
え
き
れ
な
く
な
っ
た
と

き
詠
ま
れ
る
も
の
で
、
そ
の
点
で
は
漢
詩
も
和
歌
も
異
な
る
も
の
で
な
い
と
の
主
張
ま

で
な
さ
れ
て
い
た
り
す
る
も
の
も
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
『
土
佐
日
記
』
の
和
歌
に
関
す
る
記
述
の
う
ち
、
資
料
①
、
②
、
③
に

示
し
た
諸
例
を
検
討
し
て
み
る
と
、
『
土
佐
日
記
』
に
お
い
て
は
、
漢
詩
も
和
歌
も
異
な
っ

た
形
態
を
取
っ
て
い
る
け
れ
ど
、
人
間
の
感
情
が
き
わ
ま
っ
た
時
詠
出
さ
れ
る
も
の
で

あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
々
は
心
を
慰
め
他
の
人
々
に
も
共
感
を
与
え
る
と
い
う
点
に

一六

お

い
て
は

同
質
で
あ
り
、
和
歌
と
漢
詩
は
同
等
の
価
値
を
持
つ
優
れ
た
文
芸
で
あ
る
と

の
主
張
が
な
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
6
）
。

三

　
も
ち
ろ
ん
、
和
歌
が
漢
詩
同
様
、
人
の
心
情
を
表
出
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、

そ
れ
は
そ
の
心
情
が
表
現
さ
れ
る
形
が
ど
う
で
も
よ
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
ま
ず
、

五
．
七
・
五
・
七
・
七
と
い
う
音
数
律
を
持
つ
短
歌
形
式
に
則
る
必
要
が
あ
る
。
『
土
佐

日
記
』
の
中
に
は
次
の
よ
う
な
記
事
が
出
て
く
る
。

資
料
④

（
1
）
そ
の
歌
、
よ
め
る
文
字
、
三
十
文
字
あ
ま
り
七
文
字
。
人
み
な
、
え
あ
ら
で
、

　
　

笑
ふ
や
う
な
り
。
歌
主
、
い
と
気
色
悪
し
く
て
、
怨
ず
。
ま
ね
べ
ど
も
え
ま
ね

　
　

ば
ず
。
書
け
り
と
も
、
え
読
み
据
ゑ
が
た
か
る
べ
し
。
今
日
だ
に
い
ひ
が
た
し
。

　
　

ま
し
て
後
に
は
い
か
な
ら
む
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
月
十
八
日
）

（
2
）
相
取
、
船
子
ど
も
に
い
は
く
、
「
御
船
よ
り
、
仰
せ
給
ぶ
な
り
。
朝
北
の
、
出

　
　

で
来
ぬ
先
に
、
綱
手
は
や
引
け
」
と
い
ふ
。
こ
の
こ
と
ば
の
歌
の
や
う
な
る
は
、

　
　

揖
取
の
お
の
つ
か
ら
の
こ
と
ば
な
り
。
揖
取
は
、
う
つ
た
へ
に
、
わ
れ
、
歌
の

　
　

や
う
な
る
言
、
い
ふ
と
に
も
あ
ら
ず
。
聞
く
人
の
、
「
あ
や
し
く
。
歌
め
き
て

　
　

も
い
ひ
つ
る
か
な
」
と
て
、
書
き
出
だ
せ
れ
ば
、
げ
に
、
三
十
文
字
あ
ま
り
な

　
　

り
け
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
月
五
日
）



　
（
1
）
は
先
の
資
料
①
の
（
4
）
で
引
用
し
た
場
面
に
続
く
場
面
で
あ
る
。
海
が
荒
れ

て
一
日
港
に
停
泊
す
る
こ
と
に
な
っ
た
一
行
が
不
柳
に
ま
か
せ
て
、
漢
詩
を
詠
じ
、
和

歌
を
詠
ず
る
。
そ
の
和
歌
は
波
を
一
方
は
雪
、
一
方
は
花
に
見
立
て
た
歌
の
唱
和
に
、

貫
之
と
思
わ
れ
る
人
物
が
歌
で
判
を
下
す
と
い
っ
た
、
あ
た
か
も
歌
合
の
よ
う
な
形
式

を
と
っ
た
歌
の
連
作
で
あ
る
。
（
1
）
は
、
こ
の
連
作
に
刺
激
さ
れ
て
、
普
段
は
歌
を
詠

ま
な
い
人
が
歌
を
詠
ん
だ
と
こ
ろ
、
三
十
七
文
字
と
い
う
形
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い

う
の
で
あ
る
。
こ
の
三
十
七
文
字
の
歌
め
い
た
も
の
に
対
し
、
周
り
の
人
々
は
笑
い
を

こ
ら
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
日
記
の
書
き
手
は
こ
ん
な
も
の
は
全
く
歌
と
は
い
え
な
い

と
い
う
批
評
を
付
け
加
え
る
。
（
2
）
は
よ
う
や
く
天
気
に
恵
ま
れ
、
都
に
向
け
て
船
を

急
が
せ
る
様
が
描
か
れ
た
箇
所
で
、
一
行
の
長
と
思
わ
れ
る
人
物
が
「
天
気
が
良
い
か
ら
、

船
を
早
く
漕
げ
」
と
命
じ
た
と
こ
ろ
、
揖
取
が
舟
子
に
「
御
船
よ
り
云
々
」
の
言
葉
を

か
け
る
。
も
ち
ろ
ん
、
「
も
の
の
あ
は
れ
」
を
解
さ
な
い
揖
取
に
歌
が
詠
め
る
わ
け
は
な
く
、

揖
取
自
身
も
歌
を
詠
む
つ
も
り
は
全
く
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
こ
で
は
、
そ
の

言
葉
は
五
・
七
・
五
・
七
・
七
の
音
数
律
を
持
っ
て
い
る
が
故
に
、
歌
の
よ
う
に
聞
こ
え

る
と
評
さ
れ
る
。
こ
の
（
1
）
、
（
2
）
を
比
べ
て
み
る
と
、
（
1
）
は
、
意
図
的
に
歌
を

作
ろ
う
と
し
て
も
、
三
十
一
文
字
に
な
ら
ず
、
歌
と
は
似
て
も
似
つ
か
な
い
表
現
と
な
っ

た
例
、
（
2
）
は
意
図
的
に
歌
を
作
ろ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
歌
の

よ
う
な
表
現
と
な
っ
た
例
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
れ
ら
の
記
述
で
は
、
歌
を

作
る
に
は
五
・
七
・
五
・
七
・
七
と
い
う
音
数
律
が
必
要
で
あ
り
、
逆
に
こ
の
音
数
律
に

当
て
は
ま
っ
て
い
れ
ば
、
歌
を
作
ろ
う
と
意
識
し
な
く
て
も
、
歌
の
よ
う
に
な
っ
て
し

ま
う
こ
と
、
つ
ま
り
和
歌
を
作
る
際
の
絶
対
的
な
前
提
と
し
て
、
五
・
七
・
五
・
七
・
七

と
い
う
音
数
律
の
必
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ま
た
、
音
数
律
の
他
に
歌
に
は
洗
練
さ
れ
た
美
し
い
言
葉
も
要
求
さ
れ
る
。

資
料
⑤

（
1
）
七
日
に
な
り
ぬ
。
同
じ
港
に
あ
り
。
今
日
は
白
馬
を
思
へ
ど
、
か
ひ
な
し
。
た
だ
、

　
　

波
の
白
き
の
み
ぞ
見
ゆ
る
。
か
か
る
あ
ひ
だ
に
、
人
の
家
の
、
池
と
名
あ
る
と

　
　
　
こ
ろ
よ
り
、
鯉
は
な
く
て
、
鮒
よ
り
は
じ
め
て
、
川
の
も
海
の
も
、
こ
と
物
ど
も
、

　
　
　
長
櫃
に
に
な
ひ
つ
づ
け
て
お
こ
せ
た
り
。
若
菜
ぞ
今
日
を
ば
知
ら
せ
た
る
。

　
　
　
　

あ
さ
ち
ふ
の
野
辺
に
し
あ
れ
ば
水
も
な
き
池
に
摘
み
つ
る
若
菜
な
り
け
り

　
　
　
い
と
を
か
し
か
し
。
こ
の
池
と
い
ふ
は
、
と
こ
ろ
の
名
な
り
。
よ
き
人
の
、
男

　
　
　
に
つ
き
て
下
り
て
、
住
み
け
る
な
り
。
こ
の
長
櫃
の
物
は
、
み
な
人
、
童
ま
で

　
　
　
に
く
れ
た
れ
ば
、
飽
き
満
ち
て
、
船
子
ど
も
は
、
腹
鼓
を
打
ち
て
、
海
を
さ
へ

　
　
　
お
ど
ろ
か
し
て
、
波
立
て
つ
べ
し
。

　
　
　
か
く
て
、
こ
の
あ
ひ
だ
に
事
多
か
り
。

　
　
　
今
日
、
破
子
持
た
せ
て
来
た
る
人
、
そ
の
名
な
ど
そ
や
、
今
思
ひ
出
で
む
。
こ

　
　
　
の
人
、
歌
よ
ま
む
と
思
ふ
心
あ
り
て
な
り
け
り
。
と
か
く
い
ひ
い
ひ
て
、
「
波

　
　
　
の
立
つ
な
る
こ
と
」
と
う
る
へ
い
ひ
て
、
よ
め
る
歌
、

　
　
　
　

行
く
先
に
立
つ
白
波
の
声
よ
り
も
お
く
れ
て
泣
か
む
わ
れ
や
ま
さ
ら
む

　
　
　
と
そ
よ
め
る
。
い
と
大
声
な
る
べ
し
。
持
て
来
た
る
物
よ
り
は
、
歌
は
い
か
が

　
　
　
あ
ら
む
。
こ
の
歌
を
、
こ
れ
か
れ
あ
は
れ
が
れ
ど
も
、
一
人
も
返
し
せ
ず
。
し

　
　
　
つ
べ
き
人
も
ま
じ
れ
れ
ど
、
こ
れ
を
の
み
い
た
が
り
、
物
を
の
み
食
ひ
て
、
夜

七



　
　
更
け
ぬ
。
こ
の
歌
主
、
「
ま
だ
ま
か
ら
ず
」
と
い
ひ
て
立
ち
ぬ
。
　
（
一
月
七
日
）

（
2
）
黒
■
と
い
ふ
鳥
、
岩
の
上
に
集
ま
居
り
。
そ
の
岩
の
も
と
に
、
波
白
く
う
ち
寄
す
。

　
　
揖
取
の
い
ふ
や
う
、
「
黒
鳥
の
も
と
に
、
白
き
波
を
寄
す
」
と
そ
い
ふ
。
こ
の
こ

　
　
と
ば
、
何
と
に
は
な
け
れ
ど
も
、
も
の
い
ふ
や
う
に
ぞ
聞
こ
え
た
る
。
人
の
程

　
　

に
あ
は
ね
ば
、
と
が
む
る
な
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
月
二
十
一
日
）

　

（
2
）
は
「
黒
鳥
の
も
と
に
、
白
き
波
を
寄
す
」
と
い
う
揖
取
の
何
気
な
い
言
葉
が
洗

練
さ
れ
た
和
歌
的
表
現
に
近
い
も
の
と
見
な
さ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と

は

う
ら
を
返
し
て
言
え
ば
和
歌
に
用
い
ら
れ
る
表
現
は
洗
練
さ
れ
た
言
葉
使
い
が
要
求

さ
れ
る
こ
と
を
暗
に
示
し
て
い
よ
う
。
（
1
）
の
一
月
七
日
の
条
は
、
池
と
い
う
と
こ
ろ

に

住
む
女
性
と
「
歌
よ
ま
む
と
思
ふ
心
」
あ
る
男
性
と
が
対
比
的
に
描
か
れ
て
い
る
。

池
と
い
う
と
こ
ろ
に
住
む
女
性
は
「
よ
き
人
の
、
男
に
つ
き
て
下
り
て
、
住
み
け
る
」

人
で
あ
り
、
京
の
雅
を
身
に
つ
け
た
女
性
と
推
察
さ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
「
歌
よ
ま
む

と
思
ふ
心
」
あ
る
男
は
田
舎
育
ち
で
風
流
を
き
ち
ん
と
身
に
つ
け
て
お
ら
ず
、
生
半
可

’
な
風
流
心
を
き
ど
っ
た
男
で
あ
る
。
女
性
は
若
菜
の
日
を
忘
れ
ず
、
貫
之
一
行
が
そ
れ

を
懐
か
し
ん
で
い
る
こ
と
を
推
察
し
て
、
折
に
あ
っ
た
真
心
の
こ
も
っ
た
贈
り
物
に
洗

練
さ
れ
た
和
歌
を
付
け
て
送
っ
て
来
る
。
そ
れ
に
対
し
、
田
舎
育
ち
の
男
は
も
と
よ
り

そ
ん
な
特
別
な
日
だ
と
い
う
こ
と
も
知
ら
ず
、
有
名
な
歌
人
で
あ
る
貫
之
と
歌
を
詠
ん

で
自
ら
に
箔
を
付
け
た
い
と
い
う
不
純
な
動
機
か
ら
豪
華
な
贈
り
物
を
持
っ
て
参
上
す

る
。
し
か
も
、
歌
の
表
現
は
ま
だ
未
熟
で
「
後
に
残
っ
て
泣
く
声
は
白
波
の
音
よ
り
も

大
き
い
」
と
い
う
表
現
は
大
変
大
仰
で
節
度
を
欠
い
た
表
現
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
純

八

粋
な
思
い
や
り
の
心
を
持
ち
、
洗
練
さ
れ
た
歌
を
詠
む
池
に
住
む
女
性
と
、
不
純
な
心

を
持
ち
、
中
途
半
端
に
洗
練
の
さ
れ
た
歌
を
詠
む
田
舎
育
ち
の
成
り
上
が
り
者
と
が
対

比
的
に
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
（
1
）
、
（
2
）
の
記
述
は
、
貫
之
が
歌
を
詠

む
際
の
心
情
の
純
粋
さ
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
上
に
歌
の
表
現
の
洗
練
を
も
要
求
し
て
い

る
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。

　
た
だ
し
、
貫
之
は
心
と
表
現
の
関
係
に
お
い
て
、
最
も
大
切
な
の
は
真
心
の
こ
も
っ

た
詠
歌
姿
勢
で
あ
り
、
洗
練
さ
れ
た
表
現
は
二
次
的
な
も
の
と
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ

る
。
そ
の
こ
と
は
、
以
下
に
示
す
例
か
ら
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

資
料
⑥

（
1
）
か
く
思
へ
ば
、
船
子
、
揖
取
う
た
ひ
て
、
何
と
も
思
へ
ら
ず
。
そ
の
う
た
ふ
歌
は
、

　
　
　
　
　
春
の
野
に
て
ぞ
音
を
ば
泣
く
　
若
薄
に
　
手
切
る
切
る
摘
ん
だ
る
菜
を

　
　
　
　
　
親
や
ま
ぼ
る
ら
む
　
姑
や
食
ふ
ら
む
　
か
へ
ら
や

　
　
　
　
　
夜
べ
の
う
な
ゐ
も
が
な
　
銭
乞
は
む
　
そ
ら
ご
と
を
し
て
　
お
ぎ
の
り
わ

　
　
　
　

ざ

を
し
て
　
銭
も
持
て
来
ず
　
お
の
れ
だ
に
来
ず

　
　
　
こ
れ
な
ら
ず
多
か
れ
ど
も
、
書
か
ず
。
こ
れ
ら
を
人
の
笑
ふ
を
聞
き
て
、
海
は

　
　
　
荒
る
れ
ど
も
、
心
は
す
こ
し
凪
ぎ
ぬ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
月
九
日
）

（
2
）
こ
の
あ
ひ
だ
に
、
使
わ
れ
む
と
て
、
つ
き
て
来
る
童
あ
り
。
そ
れ
が
う
た
ふ
舟
歌
、

　
　
　
　
　
な
ほ
こ
そ
国
の
方
は
見
や
ら
る
れ
わ
が
父
母
あ
り
と
し
思
へ
ば
か
へ
ら
や

　
　
　
と
う
た
ふ
ぞ
、
あ
は
れ
な
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
月
二
十
一
日
）



　
こ
れ
ら
「
船
子
、
揖
取
」
「
使
わ
れ
む
と
て
、
つ
き
て
来
る
童
」
の
う
た
う
民
謡
は
、

言
葉
の
点
か
ら
見
れ
ば
、
俗
で
優
美
な
と
こ
ろ
な
ど
少
し
も
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
ら

に
対
し
、
貫
之
は
「
こ
れ
ら
を
人
の
笑
ふ
を
聞
き
て
、
海
は
荒
る
れ
ど
も
、
、
心
は
す
こ

し
凪
ぎ
ぬ
」
あ
る
い
は
「
と
う
た
ふ
ぞ
、
あ
は
れ
な
る
」
と
い
う
よ
う
に
不
快
な
様
子

を
示
し
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
れ
ら
を
聞
い
て
、
心
が
和
ん
だ
り
、
感
動
を
お
ぼ
え

た
り
し
て
い
る
。
こ
の
（
1
）
、
（
2
）
で
う
た
わ
れ
る
歌
謡
は
形
式
も
短
歌
形
式
で
な
く
、

言
葉
も
俗
な
も
の
で
あ
る
が
、
素
朴
な
感
情
が
率
直
に
表
現
さ
れ
て
い
て
、
・
貫
之
は
そ

の
飾
ら
な
い
表
現
の
奥
に
人
の
心
を
感
動
さ
せ
る
力
を
見
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
貫
之
は
歌
は

純
粋
な

心
が
洗
練
さ
れ
た
表
現
で
表
さ
れ
る
の
を
よ
し
と
し
た
が
、
表

現
が
洗
練
さ
れ
て
い
な
く
と
も
、
純
真
な
心
情
の
表
現
さ
れ
て
い
る
も
の
に
は
共
感
を

示
す
の
で

あ
る
。
彼
は
心
と
言
葉
の
双
方
を
重
視
す
る
が
、
そ
の
中
で
も
大
切
な
の
は

心
で
あ
っ
て
、
純
粋
な
心
を
失
つ
た
表
現
に
対
し
て
は
、
強
い
拒
絶
感
を
示
す
の
で
あ
る
。

四

と
こ
ろ
で
、
『
土
佐
日
記
』
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。

資
料
⑦

（
1
）
今
宵
、
月
は
海
に
ぞ
入
る
。
こ
れ
を
見
て
、
業
平
の
君
の
、
「
山
の
端
逃
げ
て

　
　
　
入
れ
ず
も
あ
ら
な
む
」
と
い
ふ
歌
な
む
思
ほ
ゆ
る
。
も
し
海
辺
に
て
よ
ま
ま
し

　
　
　
か
ば
、
「
波
立
ち
さ
へ
て
入
れ
ず
も
あ
ら
な
む
」
と
も
よ
み
て
ま
し
や
。
今
、
こ

　
　
　
の
歌
を
思
ひ
出
で
て
、
あ
る
人
の
よ
め
り
け
る
、

　
　
　
　
て

る
月
の
流
る
る
み
れ
ば
天
の
川
出
つ
る
港
は
海
に
ざ
り
け
る

　
　
と
や
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
月
八
日
）

（
2
）
か
く
て
、
船
引
き
上
る
に
、
渚
の
院
と
い
ふ
と
こ
ろ
を
見
つ
つ
行
く
。
そ
の
院
、

　
　
昔
を
思
ひ
や
り
て
み
れ
ば
、
お
も
し
ろ
か
り
け
る
と
こ
ろ
な
り
。
し
り
へ
な
る

　
　
岡
に
は
、
松
の
木
ど
も
あ
り
。
中
の
庭
に
は
、
梅
の
花
咲
け
り
。
こ
こ
に
、
人
々

　
　
の
い
は
く
、
「
こ
れ
、
昔
、
名
高
く
聞
こ
え
た
る
と
こ
ろ
な
り
。
」
「
故
惟
喬
親
王

　
　
の
御
供
に
、
故
在
原
業
平
中
将
の
、

　
　
　
　
世
の
中
に
絶
え
て
桜
の
咲
か
ざ
ら
ば
春
の
心
は
の
ど
け
か
ら
ま
し

　
　
と
い
ふ
歌
よ
め
る
と
こ
ろ
な
り
け
り
」
。
今
、
今
日
あ
る
人
、
と
こ
ろ
に
似
た

　
　

る
歌
よ
め
り
。

　
　
　
　
千
代
経
た
る
松
に
は
あ
れ
ど
い
に
し
へ
の
声
の
寒
さ
は
変
わ
ら
ざ
り
け
り

　
　

ま
た
、
あ
る
人
の
よ
め
る
、

　
　
　
　

き
み
恋
ひ
て
世
を
経
る
宿
の
梅
の
花
む
か
し
の
香
に
ぞ
な
ほ
に
ほ
ひ
け
る

　
　

と
い
ひ
つ
つ
ぞ
、
み
や
こ
の
近
づ
く
を
喜
び
つ
つ
上
る
。
　
　
　
（
二
月
九
日
）

　
以
上
の
記
述
は
『
土
佐
日
記
』
に
見
ら
れ
る
在
原
業
平
と
惟
喬
親
王
の
交
流
に
ま
つ

わ
る
記
述
で
あ
る
。
『
土
佐
日
記
』
に
お
い
て
故
人
が
実
名
で
現
れ
る
の
は
、
先
に
引
い

た
一
月
二
十
日
条
の
阿
倍
仲
麻
呂
と
こ
の
（
1
）
、
（
2
）
の
記
述
に
お
け
る
業
平
お
よ

び
惟
喬
親
王
の
み
で
あ
る
が
、
こ
の
（
1
）
、
（
2
）
の
記
述
は
『
伊
勢
物
語
』
の
次
の
よ

う
な
章
段
を
想
起
さ
せ
る
。

九



資
料
⑧

　
　
　
む
か
し
、
惟
喬
の
親
王
と
申
す
み
こ
お
は
し
ま
し
け
り
。
山
崎
の
あ
な
た
に
、

　
　

水
無
瀬
と
い
ふ
所
に
、
宮
あ
り
け
り
。
年
ご
と
の
桜
の
花
ざ
か
り
に
は
、
そ
の

　
　

宮
へ
な
む
お
は
し
ま
し
け
る
。
そ
の
時
、
右
の
馬
の
頭
な
り
け
る
人
を
、
常
に

　
　

率
て
お
は
し
ま
し
け
り
。
時
世
経
て
久
し
く
な
り
に
け
れ
ば
、
そ
の
人
の
名
忘

　
　

れ
に
け
り
。
狩
は
ね
む
ご
ろ
に
も
せ
で
、
酒
を
の
み
飲
み
つ
つ
、
や
ま
と
歌
に

　
　

か
か

れ
り
け
り
。
い
ま
狩
す
る
交
野
の
渚
の
家
、
そ
の
院
の
桜
、
こ
と
に
お
も

　
　

し
ろ
し
。
そ
の
木
の
も
と
に
お
り
ゐ
て
、
枝
を
折
り
て
、
か
ざ
し
に
さ
し
て
、

　
　

か

み
、
な
か
、
し
も
、
み
な
歌
よ
み
け
り
。
馬
の
頭
な
り
け
る
人
の
よ
め
る
。

　
　
　
　

世
の
中
に
た
え
て
さ
く
ら
の
な
か
り
せ
ば
春
の
心
は
の
ど
け
か
ら
ま
し

　
　

と
な
む
よ
み
た
り
け
る
。
ま
た
人
の
歌
、

　
　
　
　

散
れ
ば
こ
そ
い
と
ど
桜
は
め
で
た
け
れ
憂
き
世
に
な
に
か
久
し
か
る
べ
き

　
　

と
て
、
そ
の
木
の
も
と
は
立
ち
て
か
へ
る
に
日
暮
に
な
り
ぬ
。
御
供
な
る
人
、

　
　

酒
を
も
た
せ
て
、
野
よ
り
い
で
来
た
り
。
こ
の
酒
を
飲
み
て
む
と
て
、
よ
き
所

　
　

を
求
め
ゆ
く
に
、
天
の
河
と
い
ふ
所
に
い
た
り
ぬ
。
親
王
に
馬
の
頭
、
大
御
酒

　
　

ま
ゐ
る
。
親
王
の
た
ま
ひ
け
る
、
「
交
野
を
狩
り
て
、
天
の
河
の
ほ
と
り
に
い

　
　

た
る
、
を
題
に
て
、
歌
よ
み
て
盃
は
さ
せ
」
と
の
た
ま
う
け
れ
ば
、
か
の
馬
の

　
　

頭
よ
み
て
奉
り
け
る
。

　
　
　
　

狩
り
く
ら
し
た
な
ば
た
つ
め
に
宿
か
ら
む
天
の
河
原
に
わ
れ
は
来
に
け
り

　
　

親
王
、
歌
を
か
へ
す
が
へ
す
請
じ
た
ま
う
て
、
返
し
え
し
た
ま
は
ず
。
紀
の
有
常
、

　
　
－
御
供
に
仕
ま
つ
れ
り
。
そ
れ
が
返
し
、

＝
。

　
　
ひ

と
と
せ
に
ひ
と
た
び
来
ま
す
君
待
て
ば
宿
か
す
人
も
あ
ら
じ
と
そ
思
ふ

か

へ
り
て
宮
に
入
ら
せ
た
ま
ひ
ぬ
。
夜
ふ
く
る
ま
で
酒
飲
み
、
物
語
し
て
、
あ

る
じ
の
親
王
、
酔
ひ
て
、
入
り
た
ま
ひ
な
む
と
す
。
十
一
日
の
月
も
か
く
れ
な

む

と
す
れ
ば
、
か
の
馬
の
頭
の
よ
め
る
。

　
　
あ
か
な
く
に
ま
だ
き
も
月
の
か
く
る
る
か
山
の
端
に
げ
て
入
れ
ず
も
あ
ら

　
　
な
む

親
王
に
か
は
り
た
て
ま
つ
り
て
、
紀
の
有
常
、

　
　
お
し
な
べ
て
峰
も
た
ひ
ら
に
な
り
な
な
む
山
の
端
な
く
は
月
も
入
ら
じ
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
八
十
二
段
）

　
先
に
引
用
し
た
『
土
佐
日
記
』
の
（
1
）
、
す
な
わ
ち
一
月
八
日
の
記
事
は
、
こ
の
『
伊

勢
物
語
』
八
十
二
段
の
後
半
と
、
（
2
）
、
す
な
わ
ち
二
月
九
日
の
記
事
は
そ
の
前
半
と

対
応
し
て
い
る
。
一
月
八
日
は
、
「
業
平
の
君
の
、
「
山
の
端
逃
げ
て
入
れ
ず
も
あ
ら
な
む
」

と
い
ふ
歌
」
と
し
て
、
惟
喬
親
王
が
夜
も
更
け
て
そ
ろ
そ
ろ
寝
所
に
入
ろ
う
と
す
る
の

を
業
平
が
引
き
留
め
よ
う
と
し
て
詠
ん
だ
歌
を
引
き
、
か
つ
そ
の
出
来
事
を
思
い
や
っ

て
詠
じ
た
「
て
る
月
の
流
る
る
み
れ
ば
天
の
川
出
つ
る
港
は
海
に
ざ
り
け
る
」
と
い
う

歌
に
わ
ざ
わ
ざ
「
天
の
川
」
を
詠
み
込
ん
で
、
『
伊
勢
物
語
』
八
十
二
段
の
「
山
の
端
逃

げ
て
」
の
歌
が
詠
ま
れ
た
夜
の
宴
席
に
先
立
つ
そ
の
日
の
夕
暮
れ
の
出
来
事
で
あ
る
、

天
の
川
で
の
贈
答
の
場
面
を
想
起
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
二
月
九
日
の
場
面

は
「
故
惟
喬
親
王
の
御
供
に
、
故
在
原
業
平
中
将
の
、
「
世
の
中
に
絶
え
て
桜
の
咲
か
ざ

ら
ば
春
の
心
は
の
ど
け
か
ら
ま
し
」
と
い
ふ
歌
よ
め
る
と
こ
ろ
な
り
け
り
」
と
い
っ
て



『
伊
勢
物
語
』
八
十
二
段
の
前
半
の
場
面
を
連
想
さ
せ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
『
土
佐
日
記
』

の

（
1
）
と
（
2
）
の
記
述
は
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
『
伊
勢
物
語
』
八
十
二
段
全
体
を
想

起
さ
せ
よ
う
と
意
図
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
『
土
佐
日
記
』
に
お
い
て
業
平
お
よ
び
惟
喬
と
い

う
よ
う
な
か
つ
て
の
実
在
し
た
人
物
に
言
及
し
た
箇
所
は
、
一
月
二
十
日
条
の
阿
倍

仲
麻
呂
を
除
い
て
、
引
用
し
た
（
1
）
、
（
2
）
の
二
箇
所
の
み
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

阿
倍
仲
麻
呂
に
関
す
る
記
述
が
『
土
佐
日
記
』
の
歌
論
的
記
述
に
大
き
な
意
味
を
持
っ

て

い
た
の
と
同
様
、
（
1
）
、
（
2
）
の
記
述
が
『
土
佐
日
記
』
に
重
要
な
意
味
を
持
っ
て

い

る
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
（
1
）
、
（
2
）
の
記
述
が
『
伊
勢
物
語
』

八
十
二
段
全
段
を
想
起
さ
せ
る
と
す
る
と
、
『
土
佐
日
記
』
は
『
伊
勢
物
語
』
八
十
二
段

全
段
を
想
起
さ
せ
る
こ
と
に
重
要
な
意
味
を
見
出
し
て
い
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
で

は
『
土
佐
日
記
』
が
『
伊
勢
物
語
』
八
十
二
段
を
、
天
の
川
と
い
う
言
葉
を
取
り
込
む
と

い
う
工
夫
ま
で
施
し
て
、
そ
の
章
段
全
体
を
強
く
想
起
さ
せ
よ
う
と
し
た
重
要
な
意
味

と
は
一
体
何
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
『
伊
勢
物
語
』
八
十
二
段
は
、
惟
喬
親
王
、
紀
有
常
、
在
原
業
平
ら
の
交
流
を
描
い

た
章
段
で
あ
る
。
惟
喬
親
王
は
文
徳
天
皇
の
第
一
皇
子
で
、
母
は
紀
名
虎
の
娘
、
静
子
、

有
常
は
静
子
の
兄
弟
に
あ
た
る
。
親
王
は
父
文
徳
の
寵
愛
も
深
く
、
そ
の
聡
明
さ
故
に
、

文
徳
も
皇
太
子
に
と
願
っ
た
が
、
文
徳
と
藤
原
良
房
の
娘
、
明
子
の
間
に
惟
仁
親
王
が

生
ま
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
皇
太
子
と
な
る
夢
は
果
た
し
え
な
か
っ
た
。
業
平
は
有
常

の
娘
を
妻
と
し
て
い
た
こ
と
か
ら
惟
喬
、
有
常
ら
と
知
遇
を
得
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
し

か

し
こ
れ
だ
け
の
関
係
の
み
か
ら
業
平
は
惟
喬
、
有
常
ら
に
親
近
し
て
い
た
わ
け
で
は

あ
る
ま
い
。
『
伊
勢
物
語
』
八
十
二
段
な
ど
に
見
ら
れ
る
業
平
と
惟
喬
、
有
常
ら
の
親
交

は

有
常
の
娘
婿
と
い
っ
た
関
係
以
上
の
深
い
精
神
的
な
結
び
つ
き
を
感
じ
さ
せ
る
。
そ

れ
は
、
業
平
が
「
身
を
え
う
な
き
も
の
に
思
ひ
な
し
」
た
『
伊
勢
物
語
』
の
昔
男
に
比
定

さ
れ
る
よ
う
に
、
時
の
権
力
に
あ
え
て
距
離
を
置
く
よ
う
に
身
を
処
し
て
お
り
、
惟
喬
、

有
常
ら
現
実
社
会
の
権
勢
か
ら
疎
外
さ
れ
、
不
遇
を
か
こ
っ
て
い
る
人
々
と
同
じ
感
情

を
共
有
し
て
い
た
こ
と
に
よ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
推

測
に
す
ぎ
な
い
。
厳
密
に
は
、
業
平
が
な
ぜ
こ
れ
ら
の
人
々
と
深
い
親
交
を
結
ん
だ
か

は
明
ら
か
に
し
が
た
い
。
た
だ
、
確
実
に
い
え
る
こ
と
は
業
平
と
惟
喬
、
有
常
ら
の
交

流
は
、
惟
喬
、
有
常
が
現
実
社
会
の
権
勢
か
ら
疎
外
さ
れ
て
い
る
が
故
に
、
権
勢
に
近

づ

こ
う
と
す
る
人
々
が
持
た
ざ
る
を
え
な
い
、
打
算
的
な
利
害
関
係
を
根
底
に
す
え
た

と
こ
ろ
の
人
間
関
係
と
は
無
縁
な
、
よ
り
純
粋
な
真
心
を
媒
介
と
し
た
交
流
で
あ
っ
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
『
伊
勢
物
語
』
八
十
二
段
に
は
「
狩
は
ね
む
ご
ろ
に
も
せ
で
、
酒
を
の
み
飲
み
つ
つ
、

や
ま
と
歌
に
か
か
れ
り
け
り
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
一
応
、
狩
と
い
う
名
分
は
立
て

て

い

る
も
の
の
、
特
に
そ
れ
に
固
執
す
る
で
も
な
く
、
酒
を
飲
み
歌
を
交
わ
す
と
い
う

と
こ
ろ
に
、
狩
の
成
果
な
ど
真
の
目
的
で
は
な
く
、
彼
ら
が
俗
事
か
ら
解
き
放
た
れ
、

真
の
心
の
交
流
を
楽
し
ん
で
い
る
雰
囲
気
を
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
時
、
公
の

文
芸
と
さ
れ
、
社
会
的
に
地
位
は
高
い
が
、
形
式
的
で
堅
苦
し
く
、
心
の
通
じ
に
く
い

漢
詩
で
は
な
く
、
社
会
的
に
は
二
流
の
文
芸
と
い
や
し
め
ら
れ
て
い
る
が
、
真
に
心
を

通
い
合
わ
せ
る
こ
と
の
で
き
る
和
歌
を
詠
み
合
っ
て
い
る
い
る
と
こ
ろ
に
も
、
権
力
か

ら
遠
ざ
か
っ
て
い
る
彼
ら
が
、
世
俗
的
な
規
範
を
捨
て
て
、
真
の
心
の
交
流
を
図
ろ
う

＝一



と
す
る
姿
が
見
て
取
れ
る
。

　
『
伊
勢
物
語
』
八
十
二
段
の
こ
う
し
た
あ
り
方
か
ら
す
る
と
、
『
土
佐
日
記
』
が
『
伊
勢

物
語
』
八
十
二
段
を
意
図
的
に
想
起
さ
せ
る
表
現
を
と
っ
て
い
る
の
は
、
『
土
佐
日
記
』

の
作
者
貫
之
が
、
『
伊
勢
物
語
』
八
十
二
段
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
和
歌
に
よ
る
純
粋
な
心

の
交
流
と
い
う
も
の
を
、
和
歌
に
よ
っ
て
実
現
さ
る
べ
き
理
想
の
世
界
と
考
え
て
い
た

こ
と
を
示
す
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（
7
）
。

　
歌
は

人
の
心
の
発
露
で
あ
り
、
そ
れ
は
真
心
を
持
っ
て
発
せ
ら
れ
、
か
つ
洗
練
さ
れ

た
表
現
を
持
ち
な
が
ら
人
々
の
真
の
心
の
交
流
を
図
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た

思
想

こ
そ
が
、
貫
之
が
『
土
佐
日
記
』
に
お
い
て
主
張
し
た
か
っ
た
和
歌
の
あ
る
べ
き

姿
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

五

　
と
こ
ろ
で
、
荒
木
孝
子
は
「
『
土
佐
日
記
』
の
基
層
－
兼
輔
関
係
歌
か
ら
の
視
座
1
」

と
題
す
る
論
文
に
お
い
て
（
8
）
、
『
土
佐
日
記
』
に
見
ら
れ
る
、
兼
輔
自
身
の
歌
あ
る
い

は
貫
之
の
兼
輔
に
関
連
し
て
詠
ん
だ
歌
と
類
似
す
る
歌
が
亡
児
哀
傷
の
場
面
や
そ
れ
に

近
接
し
た
場
面
に
現
れ
る
こ
と
に
注
目
し
て
、
「
「
愛
娘
の
死
」
が
虚
構
で
あ
れ
、
体
験

的
事
実
で
あ
れ
、
そ
の
表
象
を
決
定
的
に
要
請
し
た
の
は
、
わ
び
し
い
境
涯
を
い
き
る

『
日
記
』
執
筆
時
の
貫
之
の
、
い
や
ま
さ
る
兼
輔
へ
の
慕
情
で
あ
り
、
兼
輔
を
偲
ぶ
よ

す
が
と
な
る
人
々
へ
の
憧
い
で
あ
っ
た
」
と
結
論
づ
け
る
。
荒
木
の
論
文
は
、
論
証
の

細
部
に
お
い
て
は
疑
問
に
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
大
筋
に
お
い
て
は
首
肯
さ
れ

る
。

一≡

　
私
は
か
つ
て
、
『
土
佐
日
記
』
の
主
題
は
亡
児
へ
の
哀
傷
で
あ
っ
た
と
し
、
か
つ
そ
れ

は

日
記
執
筆
当
時
、
貫
之
が
抱
い
て
い
た
深
い
喪
失
感
を
暗
示
す
る
も
の
と
し
た
（
9
）
。

す
な
は
ち
貫
之
は
土
佐
に
赴
任
し
て
い
る
間
に
彼
の
庇
護
者
と
も
い
う
べ
き
醍
醐
天
皇
、

宇
多
法
王
、
右
大
臣
定
方
、
堤
中
納
言
兼
輔
と
い
っ
た
人
々
を
次
々
に
失
っ
た
。
特
に

兼
輔
は
彼
の
庇
護
者
と
い
う
以
上
の
親
密
な
関
係
で
結
ば
れ
た
人
物
で
あ
っ
た
。
土
佐

か
ら
京
に
上
る
と
い
う
段
に
な
り
、
京
が
意
識
さ
れ
て
く
る
に
つ
れ
て
、
そ
れ
ら
の
人
々
、

特
に
兼
輔
の
不
在
は
貫
之
に
次
第
に
強
く
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
実
際
に

京
に
着
け
ば
、
そ
れ
が
実
感
と
し
て
強
く
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
違
い
な
い
。
『
新

撰
和
歌
』
序
文
の

貫
之
秩
罷
帰
日
。
将
以
上
献
之
。
橋
山
晩
松
愁
雲
之
影
已
結
。
湘
浜
秋
竹
悲
風
之

声
忽
幽
。
伝
勅
納
言
亦
莞
逝
。
空
貯
妙
辞
於
箱
中
。
独
屑
落
涙
子
襟
上
。
若
貫
之

逝
去
。
歌
亦
散
逸
。
恨
使
絶
艶
之
草
。
復
混
鄙
野
之
篇
。
故
柳
記
本
源
以
伝
末
代

云
爾
。

　
と
い
う
表
現
も
帰
京
時
、
あ
る
い
は
帰
京
後
の
貫
之
の
そ
う
し
た
悲
し
み
を
表
出
し

て

い
る
と
見
て
さ
し
つ
か
え
あ
る
ま
い
。
『
土
佐
日
記
』
執
筆
当
時
の
貫
之
は
深
い
喪
失

感
に
う
ち
の
め
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
も
し
『
土
佐
日
記
』
が
様
々
な
偽
装
を
用
い

な
が
ら
彼
の
真
に
表
現
し
た
い
も
の
を
表
現
し
た
と
す
る
な
ら
、
『
土
佐
日
記
』
執
筆
当

時
貫
之
が
抱
い
て
い
た
深
い
喪
失
感
が
表
現
さ
れ
な
い
は
ず
は
な
い
。
そ
う
考
え
て
、

私
は
『
土
佐
日
記
』
の
主
題
は
亡
児
哀
傷
で
あ
り
、
そ
の
亡
児
哀
傷
は
虚
構
で
あ
る
か



否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
『
土
佐
日
記
』
執
筆
当
時
貫
之
が
抱
い
て
い
た
兼
輔
等
の
人
々
を

失
っ
た
喪
失
感
を
暗
示
す
る
も
の
と
考
え
た
。
荒
木
の
論
文
は
私
の
そ
う
し
た
仮
説
の

う
ち
、
亡
児
哀
傷
の
部
分
が
兼
輔
ら
へ
の
慕
情
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
点
を

よ
り
具
体
的
に
裏
付
け
る
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
と
同
時
に
、
荒
木
の
論
文
は
本
稿
で
論
じ
て
き
た
貫
之
の
和
歌
に
関
す
る
記
述
の
一

部
に
興
味
深
い
表
現
上
の
工
夫
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
れ
は
、
資
料
⑦
で
引
用

し
た
二
月
九
日
の
場
面
で
、
貫
之
と
思
わ
れ
る
人
物
が
業
平
を
偲
ん
で
い
る
場
面
で
詠

ま
れ
た
歌
が
、
実
は
貫
之
が
兼
輔
に
献
じ
た
歌
あ
る
い
は
兼
輔
を
偲
ん
で
詠
じ
た
歌
と

類
似
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
歌
は
業
平
と
惟
喬
と
の
関
係
に
貫
之
と
兼
輔
の
関
係
を
な

ぞ
ら
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
『
土
佐
日
記
』
の
二
月
九
日
の
場
面
で
貫
之
と
思
わ
れ
る
人
物
が
詠
じ
て
い
る

歌
を
示
し
て
み
よ
う
。

千
代
経
た
る
松
に
は
あ
れ
ど
い
に
し
へ
の
声
の
寒
さ
は
変
わ
ら
ざ
り
け
り

き
み
恋
ひ
て
世
を
経
る
宿
の
梅
の
花
む
か
し
の
香
に
ぞ
な
ほ
に
ほ
ひ
け
る

　

こ
れ
ら
の
歌
の
う
ち
「
千
代
経
た
る
」
の
歌
に
つ
い
て
、

集
七
六
七
番

荒
木
は
歌
仙
家
集
本
貫
之

京
極
中
納
言
亡
せ
た
ま
ひ
て
の
ち
、
粟
田
に
住
む
と
こ
ろ
あ
り
け
る
、

に

行
き
て
、
松
と
竹
と
あ
る
を
見
て

そ
こ

松
も
み
な
竹
も
別
れ
を
思
へ
ば
や
涙
の
し
ぐ
れ
降
る
こ
こ
ち
す
る

　
と
い
う
貫
之
の
兼
輔
追
慕
の
歌
を
挙
げ
、

本
貫
之
集
で
は

さ
ら
に
こ
の
歌
の
詞
書
が
、
伝
二
条
為
氏

あ
る
上
達
部
亡
せ
た
ま
ひ
て
の
ち
、
ひ
さ
し
く
か
の
殿
に
参
ら
で
、
参
れ
る
に
、

こ
と
ど
も
さ
び
れ
て
あ
は
れ
に
な
り
に
た
る
を
、
前
栽
の
草
ば
か
り
ぞ
か
わ
ら
ず

お

も
し
ろ
か
り
け
る
。
秋
の
こ
と
な
り
、
風
寒
く
吹
き
て
、
松
、
竹
の
音
な
ど
お

も
し
ろ
く
あ
り
け
れ
ば

　
と
な
っ
て
い
る
点
に
注
目
し
て
（
－
o
）
、
こ
の
『
土
佐
日
記
』
の
「
千
代
経
た
る
」
の
歌

は

業
平
と
惟
喬
と
の
関
係
に
貫
之
と
兼
輔
の
関
係
を
な
ぞ
ら
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
推
理
す
る
（
1
1
）
。
ま
た
、
「
き
み
恋
ひ
て
」
に
つ
い
て
は
、
歌
仙
家
集
本
貫
之
集
か
ら

　
　
藤
原
兼
輔
の
中
将
、
宰
相
に
な
り
て
、
よ
ろ
こ
び
に
い
た
り
た
る
に
、
は
じ

　
　
め
て
咲
い
た
る
紅
梅
を
折
り
て
、
「
今
年
な
ん
咲
き
は
じ
め
た
る
」
と
い
ひ
い

　
　
だ
し
た
る
に

春
ご
と
に
咲
き
ま
さ
る
べ
き
花
な
れ
ば
今
年
を
も
ま
だ
あ
か
ず
と
そ
み
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（六
八
六
）

春
霞
立
ち
ぬ
る
と
き
の
今
日
見
れ
ば
宿
の
梅
さ
へ
め
づ
ら
し
き
か
な
　
（
二
四
八
）

わ
が
宿
に
咲
け
る
梅
な
れ
ど
年
ご
と
に
今
年
あ
き
ぬ
と
思
ほ
へ
ぬ
か
な
（
二
四
九
）

一一
三



　

と
い
っ
た
歌
を
引
き
、
六
八
六
は
兼
輔
が
参
議
に
任
ぜ
ら
れ
た
延
喜
二
十
一
年
春
の

歌
、
二
四
八
、
二
四
九
は
延
長
五
年
か
ら
貫
之
が
土
佐
守
と
し
て
赴
任
し
た
延
長
八
年

ま
で
の
間
に
兼
輔
の
た
め
に
詠
じ
た
「
屏
風
の
料
の
歌
、
二
十
首
」
の
最
初
の
二
首
で

あ
る
と
し
た
上
で
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
宿
の
梅
を
主
題
と
し
て
お
り
、
特
に
六
八
六

と
二
四
九
は
同
発
想
の
作
品
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
「
『
日
記
』
歌
の
「
き
み
恋
ひ

て

世
を
経
る
宿
の
梅
の
花
む
か
し
の
香
に
ぞ
な
ほ
に
ほ
ひ
け
る
」
は
、
こ
れ
ら
の
作
品

が
成
立
し
た
全
盛
期
の
兼
輔
へ
の
思
慕
や
み
が
た
く
、
「
梅
の
花
だ
け
は
昔
に
か
わ
る

こ
と
な
く
、
君
な
き
宿
に
君
を
慕
っ
て
今
も
匂
っ
て
い
る
こ
と
よ
」
と
詠
嘆
す
る
歌
と

も
解
せ
る
」
と
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。

　
確
か
に
『
土
佐
日
記
』
の
「
千
代
経
た
る
」
の
歌
の
「
声
の
寒
さ
は
変
わ
ら
ざ
り
け
り
」

と
い
う
当
時
の
和
歌
に
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
表
現
と
伝
二
条
為
氏
本
貫
之
集
の
詞
書

の

「
風
寒
く
吹
き
て
、
松
、
竹
の
音
な
ど
お
も
し
ろ
く
あ
り
け
れ
ば
」
と
い
う
表
現
が

類
似
し
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
両
者
が
か
つ
て
の
思
い
出
の
場
所
の
松
に
昔
と
変
わ
る

こ
と
の
な
い
風
が
吹
い
て
い
る
様
を
詠
じ
て
い
る
点
で
共
通
す
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ

る
と
、
≒
土
佐
日
記
』
の
「
千
代
経
た
る
」
．
の
歌
は
伝
二
条
為
氏
本
貫
之
集
の
詞
書
お
よ

び
歌
を
合
わ
せ
た
表
現
に
通
ず
る
も
の
を
感
じ
さ
せ
る
。
ま
た
、
こ
の
二
つ
の
歌
に
貫

之
が
『
土
佐
日
記
』
執
筆
当
時
書
い
た
と
思
わ
れ
る
『
新
撰
和
歌
』
序
文
の
「
橋
山
晩
松

愁
雲
之
影
已
結
。
湘
浜
秋
竹
悲
風
之
声
忽
幽
。
伝
勅
納
言
亦
莞
逝
。
空
貯
妙
辞
於
箱
中
。

独
屑
落
涙
干
襟
上
。
」
と
い
う
表
現
を
重
ね
合
わ
せ
る
と
、
『
土
佐
日
記
』
の
「
千
代
経
た

る
」
の
歌
と
伝
二
条
為
氏
本
貫
之
集
の
歌
の
関
係
は
さ
ら
に
密
な
る
も
の
に
感
じ
ら
れ

一茜

る
。
さ
ら
に
、
『
日
記
』
の
「
き
み
恋
ひ
て
」
の
歌
も
、
以
上
の
よ
う
に
「
千
代
経
た
る
」

の

歌
に
貫
之
の
兼
輔
思
慕
の
歌
が
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
と
す
る
と
、

荒
木
が
行
っ
た
推
測
も
か
な
り
の
蓋
然
性
を
持
っ
て
く
る
と
思
わ
れ
る
。
『
土
佐
日
記
』

二
月
九
日
条
の
業
平
、
惟
喬
ら
へ
の
追
慕
を
表
現
し
た
場
面
の
背
後
に
は
、
業
平
と
惟

喬
の
関
係
を
貫
之
自
ら
と
兼
輔
の
関
係
に
な
ず
ら
え
、
貫
之
の
今
は
亡
き
兼
輔
を
慕
う

気
持
ち
が
こ
め
ら
ら
れ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（
1
2
）
。

　
『
土
佐
日
記
』
に
お
け
る
和
歌
に
関
す
る
記
述
は
、
作
品
全
体
に
ば
ら
ば
ら
に
配
置

さ
れ
、
他
の
亡
児
哀
傷
と
か
社
会
調
刺
な
ど
の
記
述
と
絡
ま
り
合
っ
て
、
作
品
全
体
に

不
統
一
な
印
象
を
与
え
、
『
土
佐
日
記
』
が
い
い
加
減
に
書
か
れ
た
よ
う
な
感
じ
を
抱
か

せ

る
。
し
か
し
、
既
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
『
土
佐
日
記
』
に
お
け
る
和
歌
に
関
す
る

記
述
は
、
一
見
散
漫
に
な
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
な
が
ら
、
実
は
論
理
的
に
整

合
性
を
持
つ
一
つ
の
体
系
を
形
作
っ
て
い
る
。
貫
之
は
作
品
の
統
一
性
を
損
な
う
た
め

に
、
和
歌
に
関
す
る
記
述
を
日
記
の
中
に
取
り
入
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
狙
い

を
持
っ
た
記
述
に
お
い
て
も
一
貫
性
を
持
っ
た
主
張
を
展
開
し
て
い
る
こ
と
が
窺
い
知

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
主
題
を
く
ら
ま
そ
う
と
し
て
な
さ
れ
た
記
述
で
あ
り
な

が

ら
和
歌
に
関
す
る
記
述
の
中
で
貫
之
が
最
も
重
視
し
て
い
る
と
推
定
さ
れ
る
部
分
、

す
な
わ
ち
業
平
、
惟
喬
ら
の
人
々
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
和
歌
を
媒
介
と
す
る
、
打
算
的

な
利
害
関
係
と
は
無
縁
の
真
心
の
交
流
を
記
す
場
面
に
、
貫
之
は
『
土
佐
日
記
』
の
主

題
で
あ
る
と
こ
ろ
の
自
ら
の
兼
輔
へ
の
思
慕
を
さ
り
げ
な
く
織
り
込
む
の
で
あ
る
。
も

ち
ろ
ん
、
渚
の
院
を
目
の
前
に
し
て
詠
ま
れ
た
二
首
の
歌
と
貫
之
の
兼
輔
関
連
の
歌
の

類
似
性
は
貫
之
に
親
し
い
ご
く
一
部
の
人
々
以
外
に
は
理
解
し
え
な
い
も
の
で
あ
っ
た



で
あ
ろ
う
。
貫
之
は
そ
う
し
た
こ
と
も
承
知
の
上
で
、
こ
の
部
分
に
は
あ
え
て
個
人
的

な
思
い
入
れ
を
こ
め
て
、
兼
輔
追
慕
の
情
を
人
目
に
つ
か
ぬ
よ
う
こ
っ
そ
り
と
す
べ
り

こ
ま
せ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
世
間
の
非
難
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
主
題
を
く
ら
ま
せ
る
よ
う
な
記
述
を
取
り
入
れ
る
。

そ
の
記
述
は
一
見
ば
ら
ば
ら
の
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
一
つ
の
完
結
し
た
主
張
を
表
現
す

る
。
か
つ
そ
の
よ
う
な
工
夫
を
施
し
た
上
に
主
題
を
く
ら
ま
せ
る
た
め
に
な
さ
れ
た
記

述
の
中
に
あ
え
て
主
題
を
ひ
そ
か
に
書
き
入
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
『
土
佐

日
記
』
と
は
細
心
の
注
意
を
払
い
、
表
現
効
果
を
十
分
に
計
算
し
、
様
々
な
意
匠
を
凝

ら
し
て
構
成
さ
れ
た
、
き
わ
め
て
意
識
的
な
作
品
と
い
い
う
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（注
）（

1
）
『
国
語
と
国
文
学
』
二
十
八
巻
六
号
、
昭
和
二
十
六
年
六
月

（
2
）
「
土
佐
日
記
創
作
の
功
利
的
効
用
」
（
『
国
語
と
国
文
学
』
四
十
巻
十
号
、
昭
和
三
十
八
年

　
　

十
月
）
、
『
土
佐
日
記
全
注
釈
』
（
角
川
書
店
、
昭
和
四
十
二
年
）
な
ど
。

（
3
）
萩
谷
朴
『
紫
式
部
の
蛇
足
　
貫
之
の
勇
み
足
』
（
新
潮
社
、
平
成
十
二
年
）

（
4
）
『
古
今
歌
風
の
成
立
』
第
二
部
、
第
一
章
土
佐
日
記
試
論
ー
貫
之
の
意
図
1
（
笠
間
書
院
、

　
　

平
成
十
一
年
）

（
5
）
「
上
、
中
、
下
」
と
い
う
言
葉
は
、
『
土
佐
日
記
』
で
は
こ
の
他
十
二
月
二
十
二
日
に
、
ま

　
　

た
「
上
、
下
、
童
」
と
い
う
言
葉
が
十
二
月
二
十
四
日
に
認
め
ら
れ
る
。
な
お
、
『
伊
勢
物

　
　

語
』
八
十
二
段
に
「
上
、
中
、
下
」
の
語
が
認
め
ら
れ
る
の
も
注
目
さ
れ
る
。

（
6
）
樋
ロ
寛
「
『
土
佐
日
記
』
に
於
け
る
貫
之
の
立
場
」
（
『
古
典
文
学
の
探
求
』
成
武
堂
、
昭
和

　
　
十
八
年
、
『
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書
　
平
安
朝
日
記
1
』
有
精
堂
、
昭
和
四
十
六
年
、

　
　
所
収
）

（
7
）
同
注
（
3
）
。
萩
谷
は
「
『
伊
勢
物
語
』
八
十
二
段
の
説
話
の
引
用
は
、
貫
之
の
根
強
い
氏

　
　
族
意
識
の
な
せ
る
わ
ざ
と
し
か
説
明
の
つ
け
よ
う
は
あ
る
ま
い
」
と
す
る
が
、
『
伊
勢
物

　
　
語
』
八
十
二
段
は
素
直
に
読
め
ば
、
惟
喬
、
有
常
、
業
平
の
心
の
交
流
を
描
い
た
も
の

　
　

で
、
そ
こ
に
強
い
氏
族
意
識
の
表
出
は
認
め
ら
れ
な
い
。
特
に
、
『
土
佐
日
記
』
に
お
い

　
　
て

は
『
伊
勢
物
語
』
八
十
二
段
の
業
平
に
焦
点
を
当
て
て
お
り
、
そ
の
点
で
も
氏
族
意
識

　
　

よ
り
も
真
心
の
こ
も
っ
た
交
流
と
い
う
も
の
に
注
意
が
向
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る

（
8
）
『
研
究
と
資
料
』
二
十
八
輯
、
平
成
四
年
十
二
月

（
9
）
同
注
（
4
）

（
1
0
）
私
家
集
大
成
　
貫
之
n
（
天
理
図
書
館
蔵
）
、
皿
（
伝
行
成
筆
自
撰
本
切
）
も
同
様
な
詞
書

　
　
を
有
す
。

（
H
）
木
村
正
中
『
土
佐
日
記
　
貫
之
集
』
（
新
潮
社
、
昭
和
六
三
年
）
は
、
二
月
九
日
の
注
に
『
論

　
　
語
』
子
牢
編
の
「
歳
寒
ウ
シ
テ
然
ル
後
二
、
松
柏
ノ
凋
ム
ニ
後
ル
ル
ヲ
知
ル
」
に
よ
っ
て
、

　
　
業
平
の
惟
喬
親
王
へ
の
忠
誠
心
を
詠
み
込
む
。
さ
ら
に
貫
之
が
敬
慕
す
る
亡
き
兼
輔
を

　
　
偲
ぶ
心
を

託
す
か
。
『
貫
之
集
』
七
六
七
の
詞
書
、
為
本
に
「
風
寒
く
吹
き
て
」
と
あ
る
の

　
　
に
注
意
さ
れ
る
」
と
指
摘
す
る
。

（
1
2
）
業
平
と
惟
喬
親
王
の
交
流
を
描
い
た
一
月
八
日
の
記
事
の
直
前
の
一
月
七
日
の
記
事
に
、

　
　
童
の
詠
ん
だ
歌
と
し
て

　
　
　
　
行
く
人
も
と
ま
る
も
袖
の
涙
川
汀
の
み
こ
そ
濡
れ
ま
さ
り
け
れ

　
　
　

と
い
う
歌
が
あ
る
が
、
こ
の
歌
を
歌
仙
家
集
本
貫
之
集
の

　
　
　
　
　
か

ね
す
け
の
兵
衛
佐
か
も
か
は
の
ほ
と
り
に
て
左
衛
門
の
官
人
み
は
る
の
あ
り

　
　
　
　
　
す
け
か
ひ
ゆ
く
む
ま
の
は
な
む
け
に
よ
め
る

一
五



＝
ハ

　
君
お

し
む
涙
お
ち
そ
ふ
こ
の
河
の
み
き
は
ま
さ
り
て
な
か
る
へ
ら
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
貫
之
1
・
七
一
一
）

　
が
類
似
し
て
い
る
点
も
注
目
さ
れ
る
。

本
稿
は
、
和
歌
文
学
会
平
成
＝
二
年
十
一
月
例
会
に
お
い
て
口
頭
発
表
し
た
も
の
で
あ

る
。
席
上
、
貴
重
な
ご
意
見
を
賜
っ
た
木
村
正
中
氏
、
青
木
太
朗
氏
に
感
謝
申
し
上
げ

る
。


