
「美」

の
言
説
に
お
け
る
夏
目
激
石

ー
子
規
・
透
谷
の
影
響
|

「
草
枕
」

は
じ
め
に

「美Jの言説における夏目激石「草枕」の位相

明
治
期
の
文
壇
は
、
例
え
ば
大
正
期
の
そ
れ
と
比
べ
て
み
て
も
、
百
家
争

鳴
た
る
色
合
い
が
強
い
。
今
回
は
そ
の
中
で
も
特
に
「
美
」
の
言
説
に
お
け

る
激
石
「
草
枕
」
(
明
治
三
九
・
九
『
新
小
説
』
)
の
位
相
を
考
察
す
る
。
な

ぜ
な
ら
「
草
枕
」
に
は
激
石
自
身
の
文
壇
に
お
け
る
独
自
性
の
主
張
と
、
「
美
」

の
認
識
に
つ
い
て
の
こ
だ
わ
り
と
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

「
草
枕
」
執
筆
時
に
文
壇
の
存
在
を
激
石
が
多
分
に
意
識
し
て
い
た
こ
と

は
書
簡
か
ら
も
窺
え
る
。
「
明
治
三
九
年
七
月
二
七
日
付
浜
武
元
次
宛
書
簡
」

に
「
草
枕
」
執
筆
の
様
子
と
思
わ
れ
る
述
懐
が
あ
る
。
「
所
が
ね
今
か
い
て
る

も
の
は
ね
出
来
損
つ
で
も
構
は
な
い
が
是
非
か
い
て
し
ま
は
な
い
と
義
理
が

わ
る
い
も
の
で
ね
毎
日
う
ん
ノ
¥
と
申
し
た
所
で
昨
日
か
ら
い
』
加
減
な
調

子
で
始
め
た
の
さ
」
。
こ
こ
で
い
う
「
義
理
」
と
は
、
自
然
主
義
主
流
の
文
壇

で
所
謂
反
自
然
主
義
の
立
場
を
と
っ
た
雑
誌
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
の
仲
間
に
対

す
る
も
の
と
見
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
「
当
時
撞
頭
し
つ
つ
あ
っ
た
、
文
壇
の
自

然
派
的
傾
向
に
対
し
て
、
は
っ
き
り
し
た
ア
ン
テ
イ
テ
ー
ゼ
を
置
い
た
も
の

で
で
も
あ
っ
た
に
は
違
ひ
な
い
が
、
然
し
撤
石
は
そ
れ
以
上
に
、
比
所
で
、

の
位
相
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之

西
洋
的
な
る
も
の
に
対
す
る
ア
ン
テ
イ
テ
ー
ゼ
と
し
て
、
日
本
的
な
る
も
の
、

も
し
く
は
東
洋
的
な
る
も
の
の
高
唱
を
企
て
て
ゐ
る
の
で
あ
る
」
(
注
1
)
と

い
う
小
宮
豊
隆
の
指
摘
も
あ
る
。
し
か
し
反
自
然
主
義
で
あ
れ
反
西
洋
で
あ

れ
、
「
草
枕
」
は
た
だ
に
「
ア
ン
テ
イ
テ
ー
ゼ
」
を
唱
え
る
に
と
ど
ま
っ
て
い

た
だ
け
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
点
に
つ
い
て
、
「
草
枕
」
の
理
論
編
と
も
い

え
る
談
話
「
余
が
『
草
枕
』
」
(
明
治
三
九
・
一
一
『
文
章
世
界
』
)
に
は
、

そ
の
独
特
の
存
在
価
値
が
示
さ
れ
て
い
る
。

私
の
『
草
枕
』
は
、
こ
の
世
間
普
通
に
い
ふ
小
説
と
は
全
く
反
対
の
意

味
で
書
い
た
の
で
あ
る
。
唯
だ
一
種
の
感
じ
|
|
美
く
し
い
感
じ
が
読

者
の
頭
に
残
り
さ
へ
す
れ
ば
よ
い
。
そ
れ
以
外
に
何
も
特
別
な
目
的
が

あ
る
の
で
は
な
い
。
さ
れ
ば
こ
そ
、
プ
ロ
ッ
ト
も
無
け
れ
ば
、
事
件
の

発
展
も
な
い
。
(
略
)
分
り
易
く
例
を
取
ツ
て
云
へ
ば
、
在
来
の
小
説
は

川
柳
的
で
あ
る
。
穿
ち
を
主
と
し
て
ゐ
る
。
が
、
此
の
外
に
美
を
生
命

と
す
る
俳
句
的
小
説
も
あ
っ
て
よ
い
と
思
ふ
。

(
「
余
が
『
草
枕
』
」
〈
明
治
三
九
・
一
一

-13一

『
文
章
世
界
』
〉
全
集
第
二
五

巻
2
0
9
頁
)

激
石
は
「
草
枕
」

の
性
質
を
、
「
美
を
生
命
と
す
る
俳
句
的
小
説
」

及
び
、



「
慰
蒋
す
る
と
い
ふ
意
味
の
小
説
」
と
示
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
激
石
な

り
の
文
学
論
、
「
美
」
の
提
示
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
本
論
で
は
こ
れ
ら
に

つ
い
て
、
「
美
」
の
言
説
と
の
関
わ
り
に
於
て
考
察
し
た
い
。

「美Jの言説における夏目激石「草枕Jの位相

当
時
の
文
壇
を
視
点
と
し
た
「
草
枕
」
に
関
わ
る
研
究
と
し
て
は
、
近
年

特
に
泉
鏡
花
と
の
関
係
を
論
じ
た
も
の
が
多
く
見
ら
れ
る
(
注
2
)
。
「
草
枕
」

と
文
壇
と
の
関
わ
り
を
考
え
る
点
で
こ
れ
ら
の
撤
密
な
論
考
は
示
唆
的
で
あ

る
。
本
研
究
は
こ
う
し
た
現
状
の
一
助
に
な
る
こ
と
も
期
し
て
い
る
。

以
下
ま
ず
、
「
美
を
生
命
と
す
る
俳
句
的
小
説
」
に
つ
い
て
考
え
る
。

激
石
が
「
俳
句
的
」
と
い
う
と
き
、
そ
の
思
想
の
背
後
に
は
、
正
岡
子
規

の
存
在
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
件
に
関
す
る
先
行
研
究
で

は
、
子
規
「
文
学
漫
言
」
(
明
治
二
七
・
七
『
日
本
』
)
を
引
用
し
つ
つ
、
「
こ

こ
で
子
規
は
日
本
の
詩
の
世
界
は
、
天
然
を
扱
う
も
の
で
あ
る
と
規
定
し
て

い
る
。
激
石
の
『
草
枕
』
に
は
子
規
の
こ
の
考
え
方
が
投
影
し
て
お
り
、
そ

の
点
に
俳
句
的
と
い
う
こ
と
の
意
味
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
」
と
す
る
越
智
悦

子
氏
の
指
摘
(
注
3
)
が
あ
る
。
こ
の
指
摘
は
同
感
し
得
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
「
草
枕
」
の
視
点
人
物
が
画
工
で
あ
る
理
由
を
、
西
洋
画
を
世
に
勧
め

る
子
規
「
松
羅
玉
液
」
(
明
治
二
九
・
四
『
日
本
』
)
の
周
辺
に
も
と
め
る
西

村
好
子
氏
の
論
考
(
注
4
)
な
ど
も
見
ら
れ
る
。

「
美
を
生
命
と
す
る
俳
句
的
小
説
」
と
し
て
、
そ
の
答
を
子
規
の
俳
論
に

求
め
た
と
き
、
子
規
は
「
美
」
を
ど
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
以
下
に
見
て
い
き
た
い
。

子
規
「
棒
三
昧
」
(
明
治
二
人
・
一
二
『
日
本
』
)
に
は
、
「
美
の
標
準
は

各
自
の
感
情
に
よ
り
て
異
な
り
併
し
其
標
準
は
各
自
の
標
準
と
思
へ
る
者
に

し
て
絶
対
的
の
標
準
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
勿
論
な
り
」
(
注
5
)
と
あ
る
。
し
か

し
こ
う
し
た
考
え
方
は
子
規
独
自
の
も
の
と
は
い
え
な
い
。
森
鴎
外
「
審
美

論
」
(
明
治
二
五
・
一

O
『
し
か
ら
み
草
紙
片
注
6
)
、
大
西
祝
「
審
美
的

感
官
を
論
ず
」
(
明
治
二
八
・
六
『
六
合
雑
誌
』
、
注
7
)
、
高
山
樗
牛
「
美

感
に
就
い
て
の
観
察
」
(
明
治
三
三
・
五
『
帝
国
文
学
』
、
注
8
)
な
ど
で
も
、

「
美
」
が
対
象
の
性
質
な
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
認
識
す
る
主
体
即
ち
主
観

の
問
題
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

よ
り
子
規
の
独
自
色
の
強
い
文
章
と
し
て
、
こ
の
考
え
方
を
俳
句
の
実
際

に
照
ら
し
て
理
解
し
よ
う
と
し
た
「
俳
詣
反
故
龍
」
(
明
治
三

0
・一

1
三
『
ホ

ト
ト
ギ
ス
』
)
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
文
章
で
子
規
は
ま
ず
「
『
キ
レ

イ
』
で
無
き
者
に
も
美
な
る
者
多
し
」
と
し
て
、
「
キ
タ
ナ
キ
モ
ノ
」
で
あ
る

が
「
雅
」
で
あ
る
も
の
と
、
「
キ
レ
イ
ナ
ル
モ
ノ
」
で
あ
る
が
「
俗
」
で
あ
る

も
の
と
の
例
を
具
体
的
に
以
下
の
よ
う
に
分
類
し
て
い
る
。

キ
タ
ナ
キ
モ
ノ
(
キ
レ
イ
ナ
ラ
ヌ
モ
ノ
)
/
掃
溜
/
乞
食
小
屋
/
膝
行

革
/
紙
衣
/
雑
炊
/
馬
糞
/
垢
つ
き
た
る
人
/
浪
人
/
(
雅
)

キ
レ
イ
ナ
ル
モ
ノ
/
花
園
/
金
殿
玉
楼
/
箱
馬
車
/
金
欄
椴
子
/
鯛
の

浜
焼
/
玉
/
休
浴
し
た
る
人
/
大
臣
/
(
俗
)

そ
し
て
「
『
キ
レ
イ
』
な
ら
ぬ
者
な
れ
ど
も
俳
句
の
材
料
と
し
て
美
を
成
す

こ
と
屡
な
り
、
き
た
な
く
し
て
却
っ
て
美
を
成
す
者
を
雅
と
い
ひ
、
き
れ
い

に
し
て
却
っ
て
不
美
を
成
す
者
を
俗
と
い
ふ
」
と
、
「
美
」
の
所
在
を
対
象
の

上
に
あ
る
こ
と
を
一
旦
は
認
め
か
け
る
。
し
か
し
、
す
ぐ
後
に
続
け
て
こ
う

し
た
俳
句
の
世
界
と
一
見
矛
盾
す
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
、
主
観
の
問
題
と

組
斗
晶
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「
美
」
と
い
う
考
え
方
を
子
規
は
提
示
す
る
。

さ
れ
ど
(
略
)
き
れ
い
な
る
者
も
雅
な
る
者
も
材
料
其
物
の
上
に
そ
れ

ハ
¥
の
き
れ
い
と
か
雅
と
か
い
ふ
性
質
を
具
へ
居
ら
ぬ
に
は
あ
ら
ね
ど
、

主
と
し
て
配
合
の
如
何
に
よ
っ
て
雅
な
る
者
も
俗
と
な
り
き
れ
い
な
る

者
も
き
た
な
き
者
と
な
る
、
同
じ
物
を
活
か
し
て
使
ふ
と
殺
し
て
使
ふ

と
は
俳
人
の
技
伺
次
第
也
、

/

O
き
れ
い
な
る
を
美
と
誤
る
は
俗
人
の

誤
な
り
、
之
に
反
し
て
き
た
な
き
者
を
美
と
誤
る
は
所
謂
雅
人
の
誤
な

り
、
所
謂
雅
人
の
好
む
所
は
垢
っ
き
た
る
者
ひ
ね
っ
た
る
者
朽
ち
た
る

者
等
に
し
て
好
ま
ざ
る
所
は
金
殿
玉
楼
錦
欄
鈍
子
の
類
な
り
、
さ
れ
ど

垢
っ
き
た
る
者
ひ
ね
っ
た
る
者
等
必
ず
し
も
美
に
非
ず
、
垢
の
つ
き
様
、

ひ
ね
く
り
様
に
よ
っ
て
美
と
も
な
り
不
美
と
も
な
る
、
金
殿
玉
楼
必
ず

し
も
不
美
な
ら
ず
、
其
形
状
と
位
置
と
配
合
の
如
何
に
よ
っ
て
美
と
も

し
て
のな

り
不
美
と
も
な
る

「美」の言説における夏目激石「草枕jの位相

さ
ら
に
こ
の
末
尾
に
は
、
「
雅
に
し
て
(
き
た
な
く
)
し
か
も
美
と
称
す
べ

き
句
の
例
」
に
併
せ
て
、
「
き
れ
い
に
し
て
(
俗
に
)
し
か
も
美
と
称
す
べ
き

句
の
例
」
と
し
て
蕪
村
な
ど
の
句
が
そ
れ
ぞ
れ
一
四
句
ず
つ
あ
げ
ら
れ
て
い

る
。
ち
な
み
に
「
草
枕
」
第
一
章
に
て
ふ
れ
ら
れ
る
芭
蕉
「
蚤
武
馬
の
尿
す

る
枕
も
と
」
は
前
者
の
第
一
句
自
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
子
規
に
よ
る

一
連
の
考
察
の
結
果
、
俳
句
の
世
界
で
は
広
く
「
俗
」
な
も
の
と
し
て
否
定

的
に
と
ら
れ
が
ち
な
「
キ
レ
イ
ナ
ル
モ
ノ
」
が
「
美
と
も
不
美
と
も
な
る
」

の
は
、
「
俳
人
の
技
何
次
第
」
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
俳
句
の
世
界
で
は
主
流
と
も
い
え
る
、
「
馬
の
尿
」
の
よ
う
な
「
雅
」

に
し
て
「
キ
タ
ナ
キ
モ
ノ
」
が
、
「
俳
句
的
小
説
」
と
い
っ
て
い
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
「
草
枕
」
で
は
見
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
「
キ
レ
イ
ナ
ル
モ
ノ
」
に
類

す
る
も
の
の
方
が
多
く
見
ら
れ
る
。
そ
の
理
由
を
考
え
る
と
き
、
「
俳
詣
反
故

寵
」
の
内
容
を
参
考
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
「
草
枕
」
に
お
け
る
「
美

を
生
命
と
す
る
俳
句
的
小
説
」
の
内
実
と
は
、
俳
句
の
世
界
で
は
「
俗
」
と

し
て
敬
遠
さ
れ
が
ち
な
「
キ
レ
イ
ナ
ル
モ
ノ
」
の
「
美
」
を
、
主
観
の
判
断

に
よ
っ
て
再
評
価
し
よ
う
と
す
る
営
為
で
あ
っ
た
。
子
規
の
い
う
「
俳
人
の

技
伺
」
と
は
、
即
ち
「
美
」
を
判
断
す
る
主
観
そ
の
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

つ
ま
り
激
石
が
自
ら
の
「
俳
人
の
技
何
」
を
「
草
枕
」
で
試
み
て
い
た
の
だ

と
も
い
え
よ
う
。
「
草
枕
」
の
中
で
次
の
よ
う
に
画
工
も
述
べ
て
い
る
。

唯
、
物
は
見
様
で
ど
う
で
も
な
る
。
レ
オ
ナ
ル
ド
、
ダ
、

A
サ
ン
チ
が
弟

子
に
告
げ
た
言
に
、
あ
の
鐘
の
音
を
聞
け
、
鐘
は
一
つ
だ
が
、
音
は
ど

う
と
も
聞
か
れ
る
と
あ
る
。
一
人
の
男
、
一
人
の
女
も
見
様
次
第
で
如

何
様
と
も
見
立
て
が
つ
く
。
(
略
)
芭
蕉
と
云
ふ
男
は
枕
元
へ
馬
が
尿
す

る
の
を
さ
へ
雅
な
事
と
見
立
て
』
発
句
に
し
た
。
余
も
是
か
ら
逢
ふ
人

物
を
(
路
)
悉
く
大
自
然
の
点
景
と
し
て
描
き
出
さ
れ
た
も
の
と
仮
定

し
て
取
こ
な
し
て
見
様
。
尤
も
画
中
の
人
物
と
違
っ
て
、
彼
等
は
お
の

が
じ
』
勝
手
な
真
似
を
す
る
だ
ら
う
。
然
し
普
通
の
小
説
家
の
様
に
其

勝
手
な
真
似
の
根
本
を
探
ぐ
っ
て
、
心
理
作
用
に
立
ち
入
っ
た
り
、
人

事
葛
藤
の
詮
議
立
て
を
し
て
は
俗
に
な
る
。
動
い
て
も
構
は
な
い
。
画

中
の
人
聞
が
動
く
と
見
れ
ば
差
し
支
な
い
。
(
略
)
言
を
換
へ
て
云
へ
ば
、

利
害
に
気
を
奪
は
れ
な
い
か
ら
、
全
力
を
挙
げ
て
、
彼
等
の
動
作
を
芸

術
の
方
面
か
ら
観
察
す
る
事
が
出
来
る
。
余
念
も
な
く
美
か
美
で
な
い

か
と
鑑
識
す
る
事
が
出
来
る
。
(
一
、
全
集
第
三
巻
1
1
1
1
3
頁
)

こ
れ
は
「
非
人
情
」
に
徹
す
る
決
意
を
画
工
が
述
べ
る
場
面
で
あ
る
が
、

一
方
で
「
見
立
て
」
と
称
す
る
考
え
方
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
馬
が

F
h
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「美」の言説における夏目激石「草枕jの位相

尿
す
る
」

は
な
く
、

の
を
、
「
雅
」
即
ち
「
美
」
と
し
て
受
け
入
れ
る
こ
と
を
指
す
の
で

か
つ
て
芭
蕉
が
や
っ
た
よ
う
に
、
画
工
で
あ
る
「
余
も
」
ま
た
、

主
観
を
強
く
意
識
す
る
こ
と
で
自
ら
「
美
」
を
決
定
し
て
い
く
こ
と
を
指
す
。

そ
し
て
、
「
草
枕
」
で
い
く
つ
か
と
り
あ
げ
ら
れ
る
「
美
」
の
対
象
に
は
、
子

規
「
俳
詣
反
故
龍
」
で
分
類
さ
れ
た
「
キ
レ
イ
ナ
ル
モ
ノ
」
の
う
ち
、
少
く

と
も
「
花
園
」
、
「
金
欄
椴
子
」
、
「
休
浴
し
た
る
人
」
の
三
つ
を
見
出
す
こ
と

が
で
き
る
。

ま
ず
「
花
園
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
、
画
工
の
誼
遥
す
る
「
那
古
井
」

の
温
泉
場
は
春
の
花
に
満
ち
溢
れ
て
い
る
。
「
『
草
枕
』
の
世
界
を
い
ろ
ど
る

お
び
た
だ
し
い
花
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
ひ
と
つ
に
は
桃
源
郷
の
ト
ポ
グ
ラ
フ
イ

ー
か
ら
導
き
だ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
に
は
ち
が
い
な
い
が
、
そ
の
核
心
に
あ

る
の
は
ミ
レ
|
の
オ
フ
イ
|
リ
ア
像
を
宝
石
の
よ
う
に
飾
り
た
て
て
い
た
森

の
花
花
で
あ
る
だ
ろ
う
。
(
略
)
そ
の
ほ
か
に
も
木
蓮
、
木
瓜
、
白
桃
、
げ
ん

げ
な
ど
、
物
語
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
花
の
イ
メ
ー
ジ
は
象
猷
さ
れ
て
い
る
の

だ
。
」
(
注
9
)
と
前
回
愛
氏
は
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
勿
論
前
田
氏
の
示
す
桃

源
郷
及
び
ミ
レ

l
の
絵
画
に
お
け
る
花
々
が
、
「
草
枕
」
に
繰
り
返
し
示
さ
れ

る
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
。
し
か
し
、
俳
句
に
お
け
る
「
キ

レ
イ
ナ
ル
モ
ノ
」
と
し
て
の
花
々
が
「
那
古
井
」
に
満
ち
溢
れ
て
い
る
と
も

見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

例
え
ば
、
第
九
章
に
は
画
工
と
那
美
が
二
人
き
り
で
い
る
と
き
に
地
震
が

起
こ
る
場
面
に
お
い
て
、
「
轟
と
音
が
し
て
山
の
樹
が
悉
く
鳴
る
。
思
は
ず
顔

を
見
合
は
す
途
端
に
、
机
の
上
の
一
一
輪
挿
に
活
け
た
、
椿
が
ふ
ら
ノ
¥
と
揺

れ
る
」
(
全
集
第
三
巻
1
1
3
頁
)
と
、
椿
の
花
が
点
景
さ
れ
て
い
る
が
、
「
俳

譜
反
故
簡
」
の
「
き
れ
い
に
し
て
(
俗
に
)
し
か
も
美
と
称
す
べ
き
句
の
例
」

に
は
蕪
村
「
玉
人
の
座
右
に
開
く
椿
か
な
」
と
い
う
、
椿
を
詠
ん
だ
句
が
紹

介
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
第
十
章
で
は
よ
り
強
く
椿
の
印
象
が
語
ら
れ
て
い

る
場
面
が
あ
る
。

向
ふ
岸
の
暗
い
所
に
椿
が
咲
い
て
居
る
。
(
略
)
其
花
が
!
一
日
勘
定
し

て
も
無
論
勘
定
し
切
れ
ぬ
程
多
い
。
然
し
眼
が
付
け
ば
是
非
勘
定
し
た

く
な
る
程
鮮
か
で
あ
る
。
(
略
)
見
て
ゐ
る
と
、
ぽ
た
り
赤
い
奴
が
水
の

上
に
落
ち
た
。
静
か
な
春
に
動
い
た
も
の
は
只
此
一
輪
で
あ
る
。
し
ば

ら
く
す
る
と
又
ぽ
た
り
落
ち
た
。
あ
の
花
は
決
し
て
散
ら
な
い
。
崩
れ

る
よ
り
も
、
か
た
ま
っ
た
侭
枝
を
離
れ
る
。
枝
を
離
れ
る
と
き
は
一
度

に
離
れ
る
か
ら
、
未
練
の
な
い
様
に
見
え
る
が
、
落
ち
て
も
か
た
ま
っ

て
居
る
所
は
、
何
と
な
く
毒
々
し
い
。(

全
集
第
三
巻
1
2
1
1
1
2
2
頁
)

ち
な
み
に
、
先
の
子
規
が
紹
介
し
た
中
に
は
、
同
じ
く
蕪
村
の
「
阿
古
久

曽
の
さ
し
ぬ
き
振
ふ
落
花
か
な
」
と
い
う
、
落
花
を
詠
ん
だ
句
も
あ
る
。

他
に
子
規
が
挙
げ
て
い
る
中
に
は
、
蓉
太
「
夜
桜
や
三
味
線
引
い
て
人
通

り
」
・
「
春
の
月
桜
一
枝
拾
ひ
け
り
」
と
、
桜
を
詠
ん
だ
句
が
あ
る
。
夜
桜
で

こ
そ
な
い
が
、
第
二
章
に
は
、
那
美
の
嫁
入
り
を
「
御
婆
さ
ん
」
が
回
想
す

る
場
面
に
桜
が
描
か
れ
て
い
る
。

「
あ
い
、
其
桜
の
下
で
嬢
様
の
馬
が
と
ま
っ
た
と
き
、
桜
の
花
が
ほ
ろ

ノ
¥
と
落
ち
て
、
折
角
の
島
田
に
斑
が
出
来
ま
し
た
」
/
余
は
文
写
生

帖
を
あ
け
る
。
此
景
色
は
直
に
も
な
る
、
詩
に
も
な
る
。
心
の
う
ち
に

花
嫁
の
姿
を
浮
べ
て
、
当
時
の
様
を
想
像
し
て
見
で
し
た
り
顔
に
/
花

の
頃
を
越
え
て
か
し
こ
し
馬
に
嫁
/
と
書
き
付
け
る
。

(
全
集
第
三
巻
2

3
頁
)
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「美」の言説における夏目激石「草枕Jの位相

春
だ
か
ら
当
然
と
い
え
ば
そ
れ
ま
で
で
あ
る
が
、
「
那
古
井
」
の

は
こ
う
し
た
花
々
に
彩
ら
れ
て
い
る
。

つ
ぎ
に
「
草
枕
」
に
お
け
る
「
金
欄
鍛
子
」
を
見
て
い
く
。
第
六
章
、
那

美
が
画
工
に
振
袖
を
着
て
見
せ
る
場
面
が
あ
る
。

女
は
固
よ
り
口
も
聞
か
ぬ
。
傍
目
も
触
ら
ぬ
。
様
に
引
く
裾
の
音
さ
へ

払

町

民

u

・

お
の
が
耳
に
入
ら
ぬ
位
静
か
に
歩
行
い
て
居
る
。
腰
か
ら
下
に
ぱ
っ
と

色
づ
く
、
裾
模
様
は
何
を
染
め
抜
い
た
も
の
か
、
遠
く
て
解
か
ら
ぬ
。

只
無
地
と
模
様
の
つ
な
が
る
中
が
、
お
の
づ
か
ら
量
さ
れ
て
、
夜
と
昼

と
の
境
の
如
き
心
地
で
あ
る
。
女
は
国
よ
り
夜
と
昼
と
の
境
を
あ
る
い

て
居
る
。
(
略
)
眼
も
醒
む
る
程
の
帯
地
は
金
掛
か
。
あ
ざ
や
か
な
る
織

物
は
往
き
つ
、
戻
り
つ
蒼
然
た
る
タ
ベ
の
な
か
に
つ
』
ま
れ
て
、
幽
闘

の
あ
な
た
、
遼
遠
の
か
し
こ
へ
一
分
毎
に
消
え
て
去
る
。
燦
め
き
渡
る

春
の
星
の
、
暁
近
く
に
、
紫
深
き
空
の
底
に
陥
い
る
趣
で
あ
る
。

(
傍
点
引
用
者
、
全
集
第
三
巻

8
1
1
8
2
頁
)

先
ほ
ど
と
同
じ
く
、
子
規
の
「
句
の
例
」
に
は
閲
更
「
春
風
や
君
紫
の
袖

か
つ
く
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
春
の
情
景
に
女
性
の
衣
服
の
美
し
さ
を
点

景
す
る
趣
向
を
、
こ
れ
ら
は
共
有
し
て
い
る
。

そ
し
て
最
後
に
、
「
林
、
浴
し
た
る
人
」
を
確
認
す
る
。
以
下
に
引
く
の
は
、

画
工
の
入
裕
し
て
い
る
所
に
那
美
が
姿
を
現
す
場
面
で
あ
る
。

何
と
も
知
れ
ぬ
も
の
〉
一
段
動
い
た
時
、
余
は
女
と
二
人
、
此
風
呂
場

の
中
に
在
る
事
を
覚
っ
た
。
/
注
意
を
し
た
も
の
か
、
せ
ぬ
も
の
か
と
、

浮
き
な
が
ら
考
へ
る
聞
に
、
女
の
影
は
遺
憾
な
く
、
余
が
前
に
、
早
く

も
あ
ら
は
れ
た
。
漉
ぎ
り
渡
る
湯
姻
り
の
、
や
は
ら
か
な
光
線
を
一
分

子
毎
に
含
ん
で
、
薄
紅
の
暖
か
に
見
え
る
奥
に
、
諜
は
す
黒
髪
を
雲
と

「
花
園
」

な
が
し
て
、
あ
ら
ん
限
り
の
背
丈
を
、
す
ら
り
と
伸
し
た
女
の
姿
を
見

た
時
は
、
礼
儀
の
、
作
法
の
、
風
紀
の
と
云
ふ
感
じ
は
悉
く
、
わ
が
脳

裏
を
去
っ
て
、
只
ひ
た
す
ら
に
、
う
つ
く
し
い
画
題
を
見
出
し
得
た
と

の

み

思

っ

た

。

(

七

、

全

集

第

三

巻

8
9
1
9
0
頁
)

右
の
部
分
は
描
写
開
始
の
一
部
分
に
過
ぎ
ず
、
こ
こ
か
ら
「
余
は
此
輪
廓

の
眼
に
落
ち
た
時
、
控
の
都
を
逃
れ
た
月
界
の
贈
蛾
が
、
彩
虹
の
追
手
に
取

り
固
ま
れ
て
、
し
ば
ら
く
醇
賭
す
る
姿
と
眺
め
た
」
(
同
前
、

9
2
頁
)
と
一

連
の
描
写
が
終
了
す
る
一
文
ま
で
、
ほ
ん
の
一
瞬
に
す
ぎ
な
い
時
間
に
全
集

で
約
三
頁
の
分
量
を
那
美
の
入
浴
姿
に
費
や
し
て
い
る
。
敵
石
の
力
の
入
っ

て
い
る
様
子
が
特
に
窺
わ
れ
る
個
所
で
あ
る
。

「
美
を
生
命
と
す
る
俳
句
的
小
説
」
と
し
て
以
上
に
見
て
き
た
事
を
整
理
す

る
と
、
第
一
に
「
俳
句
的
」
と
し
な
が
ら
も
芭
蕉
に
追
従
す
る
よ
う
な
「
キ

タ
ナ
キ
モ
ノ
(
キ
レ
イ
ナ
ラ
ヌ
モ
ノ
ご
を
「
雅
」
と
す
る
対
象
選
択
は
し
て

い
な
い
事
、
第
二
に
主
観
を
強
く
意
識
す
る
こ
と
に
よ
る
「
美
」
の
決
定
の

結
果
、
子
規
の
分
類
で
「
俗
」
で
あ
る
と
当
初
否
定
的
に
分
類
さ
れ
た

レ
イ
ナ
ル
モ
ノ
」
を
再
評
価
し
よ
う
と
し
て
い
る
事
が
指
摘
で
き
る
。

勾

t
唱

E
A

キ

次
に
、
「
慰
籍
す
る
と
い
ふ
意
味
の
小
説
」
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

こ
の
言
葉
に
つ
い
て
は
、
早
く
羽
仁
新
玉
氏
が
「
『
人
生
の
苦
を
忘
れ
さ
せ

て
慰
藷
を
与
へ
る
と
い
ふ
意
味
の
小
説
』
の
形
を
執
っ
た
こ
と
が
如
何
に
非

社
会
的
な
世
界
に
自
ら
を
退
け
る
事
に
よ
っ
て
、
そ
の
感
性
的
自
我
の
慰
籍

を
保
持
し
よ
う
と
す
る
老
仏
的
な
我
が
国
の
中
世
的
隠
逸
者
文
学
の
基
調
と



「美Jの言説における夏目激石「草枕」の位相

同
一
の
も
の
の
上
に
立
っ
て
ゐ
る
か
と
云
ふ
こ
と
も
明
ら
か
な
事
で
あ
る
と

云
は
ね
ば
な
ら
な
い
」
(
注
1
0
)
と
、
作
者
の
消
極
的
な
姿
勢
を
指
摘
し
て

い
る
。
し
か
し
、
「
慰
籍
」
と
「
美
」
と
の
つ
な
が
り
に
つ
い
て
「
草
枕
」
以

前
の
言
説
を
た
ど
る
と
、
次
に
あ
げ
る
北
村
透
谷
「
文
学
史
骨
」
(
明
治
二
六

・
四
月
八
、
二
二
日
・
五
月
六
、
二

O
日
『
評
論
』
)
を
一
つ
の
源
流
と
み
な

す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
勝
本
版
『
透
谷
全
集
』
で
は
「
明
治
文
学
管

見
」
の
見
出
し
で
収
録
さ
れ
て
い
る
文
章
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
慰
籍
」
が

「
非
社
会
的
」
な
も
の
と
は
と
ら
え
ら
れ
て
い
な
い
。
以
下
に
引
用
す
る
。

人
生
何
が
故
に
美
を
要
す
る
か
(
略
)
美
は
実
に
人
生
の
本
能
に
於
て
、

本
性
に
於
て
、
自
然
に
願
欲
す
る
も
の
な
る
こ
と
は
認
め
得
べ
き
こ
と

な
り
。
(
略
)
快
楽
は
即
ち
慰
籍
(
の

B
E
E
E出
)
な
り
。
(
略
)
若
し

通
性
の
快
楽
を
い
ふ
時
は
、
美
く
し
き
も
の
に
よ
り
て
、
耳
目

(
ω
G
Z

S仏

F
g包
括
)
を
楽
し
ま
す
こ
と
に
あ
り
。
耳
に
は
音
を
聞
き
、
目
に

は
物
を
賭
る
、
之
れ
快
楽
を
願
欲
す
る
の
最
始
な
り
。
然
れ
ど
も
マ
イ

ン
ド
(
智
、
情
、
意
)
の
発
達
す
る
に
従
ひ
て
こ
の
簡
単
な
る
快
楽
に

そ

l
-
フ

ル

ラ

イ

フ

て
は
満
足
す
る
こ
と
能
は
ざ
る
が
故
に
、
更
に
道
義
の
生
命
に
於
て
、

快
楽
を
願
欲
す
る
に
至
る
な
り
。
道
義
の
生
命
に
於
て
快
楽
を
願
欲
す

ネ
ー
チ
ユ

l
ア
イ
ミ
テ
ー
シ
ョ
ン

る
に
至
る
時
は
単
に
自
然
の
模
倣
を
事
と
す
る
美
術
を
以
て
真
正
の

ク
リ
ヱ
チ
!
フ
ヂ
ニ
ア
ス

満
足
を
得
る
こ
と
能
は
ざ
る
は
必
然
の
結
果
な
る
が
故
に
、
創
造
的
天
才

の
手
に
成
り
た
る
美
を
愛
好
す
る
に
至
る
こ
と
も
亦
た
当
然
の
成
行
な

り
。
美
は
始
め
よ
り
同
じ
も
の
に
し
て
、
軽
重
増
減
あ
る
も
の
に
あ
ら

ざ
れ
ど
、
美
術
の
上
に
於
て
は
、
進
歩
す
べ
き
も
の
な
る
こ
と
是
を
以

て
な
り
。
(
略
)
「
快
楽
」
と
「
実
用
」
と
は
特
種
の
者
に
し
て
、
極
め

て
密
接
な
る
関
係
あ
る
も
の
な
り
。
実
用
と
離
れ
た
る
快
楽
は
、
絶
対

的
に
は
全
然
之
な
し
と
断
言
す
る
も
不
可
な
か
る
べ
し
快
楽
の
他
の
意

味
は
慰
籍
な
る
事
は
前
に
も
言
ひ
た
り
。
慰
籍
と
い
ふ
事
は
、

ア
イ

y
レ
1
チ

ツ

ド

ス

タ

ン

ド

ポ

イ

ン

ト

孤
立
し
た
る
立
脚
点
の
上
に
立
つ
も
の
に
あ
ら
ず
し
て
、
何
物

に
か
双
対
す
る
も
の
な
り
。
ヱ
デ
ン
の
園
に
住
み
た
る
始
祖
に
は
、
慰

藷
と
い
ふ
も
の
〉
必
要
は
無
か
り
し
。
之
あ
る
は
人
間
に
苦
痛
あ
り
て

よ
り
の
事
な
り
。
(
注
1
1
)

「
美
」
に
よ
る
「
快
楽
」
が
、
「
実
用
」
の
世
界
に
生
き
る
人
間
に
「
慰
蒋
」

を
与
え
る
と
い
う
意
味
で
、
「
美
」
は
「
実
用
」
と
「
極
め
て
密
接
な
る
関
係

あ
る
も
の
」
で
あ
る
、
と
透
谷
は
述
べ
る
。
さ
ら
に
こ
の
「
慰
籍
」
は
、
社

会
生
活
に
よ
る
苦
痛
と
必
ず
「
双
対
」
す
る
も
の
で
あ
る
と
強
調
さ
れ
て
い

る
。
ち
な
み
に
こ
の
考
え
方
が
透
谷
の
特
徴
的
な
思
想
の
一
つ
で
あ
る
こ
と

は
、
金
子
筑
水
「
『
透
谷
集
』
を
読
み
て
」
(
明
治
二
七
・
一

O
『
早
稲
田
文

学
』
)
に
、
「
彼
れ
(
引
用
者
注
・
透
谷
)
は
最
も
能
く
知
れ
る
と
こ
ろ
、
最

も
強
く
感
ぜ
し
と
こ
ろ
の
み
を
言
へ
り
、
其
の
評
論
に
生
気
あ
る
所
以
な
り
。

(
略
)
美
術
は
人
に
快
楽
を
与
ふ
、
快
楽
は
即
ち
慰
籍
な
り
。
人
生
何
が
故

に
慰
籍
を
要
す
る
か
。
他
な
し
、
人
に
煩
悩
苦
悶
あ
れ
ば
な
り
、
而
し
て
文

学
は
人
生
に
慰
轄
を
与
ふ
る
も
の
な
り
と
。
(
略
)
慰
籍
と
い
ふ
念
の
彼
れ
が

脳
裡
に
強
大
な
り
し
を
証
し
て
余
あ
り
。
」
(
注
1
2
)
と
あ
る
こ
と
で
、
確

認
す
る
事
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
の
影
響
は
「
草
枕
」
の
回
目
頭
部
分
に
見

出
す
事
が
で
き
る
。

山
路
を
登
り
な
が
ら
、
か
う
考
へ
た
。
/
智
に
働
け
ば
角
が
立
つ
。
情

に
樟
さ
せ
ば
流
さ
れ
る
。
意
地
を
通
せ
ば
窮
屈
だ
。
兎
角
に
人
の
世
は

住
み
に
く
い
。
/
住
み
に
く
さ
が
高
じ
る
と
、
安
い
所
へ
引
き
越
し
た

く
な
る
。
ど
こ
へ
越
し
て
も
住
み
に
く
い
と
悟
っ
た
時
、
詩
が
生
れ
て
、

。。
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画
が
出
来
る
。
(
略
)
越
す
事
の
な
ら
ぬ
世
が
住
み
に
く
け
れ
ば
、
住
み

〈
つ
ろ
げ

に
く
い
所
を
ど
れ
ほ
ど
か
、
寛
容
て
、
束
の
間
の
命
を
、
束
の
間
で
も

住
み
よ
く
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
』
に
詩
人
と
い
ふ
天
職
が
出
来
て
、
こ

』
に
画
家
と
い
ふ
使
命
が
降
る
。
あ
ら
ゆ
る
芸
術
の
士
は
人
の
世
を
長

閑
に
し
、
人
の
心
を
豊
か
に
す
る
が
故
に
尊
と
い
。

(
一
、
全
集
第
三
巻
3
頁
)

住
み
に
く
い
「
人
の
世
」
に
疲
弊
し
た
人
の
心
を
寛
が
せ
、
豊
か
に
す
る

事
を
社
会
に
お
け
る
芸
術
の
存
在
理
由
と
み
な
す
考
え
方
は
、
社
会
的
苦
痛

と
「
慰
藷
」
と
の
一
体
不
離
を
提
唱
す
る
透
谷
の
思
担
と
通
底
す
る
。

例
え
ば
こ
れ
を
、
「
ス
ベ
ン
サ

i
」
の
説
を
援
用
し
つ
つ
「
而
し
て
美
術
な

る
も
の
は
遊
戯
と
同
じ
き
淵
源
を
有
す
。
吾
人
の
全
力
を
生
存
競
争
に
注
ぐ

聞
は
美
術
の
起
る
べ
き
余
地
な
し
。
生
活
の
必
要
を
充
た
し
た
る
余
力
が
美

術
的
作
動
と
な
り
て
表
は
る
与
な
り
。
故
に
美
術
の
特
色
は
利
用
に
遠
き
に

あ
り
、
生
存
上
直
接
の
実
用
を
有
せ
ざ
る
に
あ
り
」
と
し
た
大
西
祝
「
審
美

「美Jの言説における夏目激石「草枕Jの位相

的
感
官
を
論
ず
」
(
明
治
二
八
・
六
『
六
合
雑
誌
』
)
(
注
1
3
)
と
比
べ
て

み
れ
ば
、
「
草
枕
」
が
透
谷
の
思
想
に
近
く
、
大
西
と
は
対
局
に
位
置
す
る
こ

と
が
わ
か
る
。
他
に
大
西
祝
に
は
、

詩
で
は
読
む
人
が
実
際
上
の
必
要
に
迫
ら
れ
て
悲
哀
の
事
柄
を
読
ん
で

泣
く
の
で
は
あ
り
ま
せ
ぬ
、
必
要
は
な
い
け
れ
ど
も
、
自
由
に
泣
く
の

で
あ
り
ま
す
(
略
)
若
し
実
際
上
の
必
要
に
迫
ら
れ
て
我
性
情
の
需
用

を
満
足
せ
し
め
た
な
ら
ば
、
其
満
足
に
伴
ふ
多
少
の
快
楽
は
あ
る
に
相

違
あ
り
ま
せ
ぬ
が
、
必
要
に
迫
ら
れ
て
の
事
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
亦
多

少
の
束
縛
を
感
ぜ
ぬ
と
云
ふ
わ
け
に
は
行
き
ま
せ
ぬ
、
詩
的
の
快
楽
は

此
束
縛
か
ら
離
れ
た
る
の
有
様
で
あ
り
ま
す
(
略
)
詩
的
の
興
味
は
言

ひ
換
へ
れ
ば
必
要
に
根
ざ
し
た
る
遊
び
事
に
あ
る
と
云
っ
て
宜
し
か
ら

う
と
存
じ
ま
す
、

(
「
詩
歌
論
」
〈
明
治
二
五
・
七

1
九
、
一
一

1
一
二
『
青
年
文
学
』
〉
)

と
い
う
文
章
も
あ
る
。
対
し
て
こ
れ
を
念
頭
に
お
い
て
あ
る
か
の
よ
う
に
、

芝
居
を
見
て
面
白
い
人
も
、
小
説
を
読
ん
で
面
白
い
人
も
、
自
己
の
利

害
は
棚
へ
上
げ
て
居
る
。
(
略
)
そ
れ
す
ら
、
普
通
の
芝
居
や
小
説
で
は

人
情
を
免
か
れ
ぬ
。
苦
し
ん
だ
り
、
怒
っ
た
り
、
騒
い
だ
り
、
泣
い
た

り
す
る
。
見
る
も
の
も
い
つ
か
其
中
に
同
化
し
て
苦
し
ん
だ
り
、
怒
っ

た
り
、
騒
い
だ
り
、
泣
い
た
り
す
る
。
取
柄
は
利
慾
が
交
ら
ぬ
と
云
ふ

点
に
存
す
る
か
も
知
れ
ぬ
が
、
交
ら
ぬ
丈
に
其
他
の
情
緒
は
常
よ
り
は

余
計
に
活
動
す
る
だ
ら
う
。
千
和
が
嫌
芯
。

(
傍
点
引
用
者
、
て
全
集
第
三
巻
9
頁
)

と
「
草
枕
」
に
は
あ
る
。
こ
こ
で
は
大
西
「
詩
歌
論
」
の
内
容
を
あ
る
程
度

認
め
な
が
ら
も
、
し
か
し
画
工
は
そ
れ
を
う
け
入
れ
る
つ
も
り
が
な
い
事
を

明
言
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
に
続
け
て
、
「
東
洋
の
詩
歌
」
に

理
想
を
求
め
そ
の
「
功
徳
」
を
「
汽
船
、
汽
車
、
権
利
、
義
務
、
道
徳
、
礼

儀
で
疲
れ
果
て
た
後
、
九
て
を
忘
却
し
て
ぐ
っ
す
り
と
寝
込
む
様
な
功
徳
で

あ
る
。
/
二
十
世
紀
に
睡
眠
が
必
要
な
ら
ば
、
二
十
世
紀
に
此
出
世
間
的
の

詩
味
は
大
切
で
あ
る
。
」
(
同
前
、

1
0
頁
)
と
改
め
て
実
社
会
に
必
要
と
さ

れ
る
「
睡
眠
」
、
即
ち
透
谷
の
い
う
「
慰
藷
」
の
重
要
性
が
記
さ
れ
て
い
る
。

「
慰
籍
す
る
と
い
ふ
意
味
の
小
説
」
と
は
右
に
み
て
き
た
よ
う
に
、
そ
の
源

流
の
一
つ
に
は
北
村
透
谷
の
思
想
が
横
た
わ
っ
て
お
り
、
実
社
会
の
生
活
で

疲
弊
し
た
人
々
を
救
う
芸
術
の
存
在
理
由
を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
。
撤
石
が

そ
れ
を
読
ん
で
い
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
同
質
の
も
の
が
こ
こ
に
あ
る
。

nu 
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そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
意
味
で
「
慰
籍
す
る
と
い
ふ
意
味
の
小
説
」
が
激
石
の

大
い
に
期
待
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
の
は
想
像
に
難
く
な
い
。
し
か
し
、
こ

の
理
想
は
後
に
表
面
的
な
縮
小
が
な
さ
れ
る
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
後
述

す
る
。激

石
の
透
谷
受
容
に
つ
い
て
、
状
況
に
即
し
て
補
足
を
し
て
お
き
た
い
。

激
石
の
全
文
章
で
北
村
透
谷
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
言
及
は
見
ら
れ
な
い
。

故
に
そ
の
つ
な
が
り
は
必
ず
し
も
明
白
な
も
の
と
言
い
切
れ
な
い
所
が
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
こ
の
二
人
の
関
係
に
つ
い
て
研
究
史
で
は
、
「
二
人
が
何
か
特

別
な
、
具
体
的
な
関
係
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
」
と
の
立
場

を
と
り
な
が
ら
も
、
両
者
に
関
す
る
七
つ
の
共
通
点
と
五
つ
の
相
違
点
を
ま

と
め
た
小
沢
勝
美
氏
(
注
1
4
)
や
、
激
石
の
初
期
文
章
と
透
谷
と
を
比
較

し
た
神
山
睦
美
氏
(
注
1
5
)
な
ど
の
好
論
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
『
透
谷
集
』

(
明
治
二
七
・
一

O
文
学
界
雑
誌
社
)
や
『
透
谷
全
集
』
(
明
治
三
五
・
一

O
博
文
館
)
の
出
版
さ
れ
た
事
実
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
激
石
が
透
谷
の
思

想
に
ふ
れ
た
可
能
性
は
充
分
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
「
草
枕
」
以
外
の
激
石
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
、
「
慰
蒋
」
の
用
例
に

目
を
向
け
る
と
、
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
第
十
一
章
(
明
治
三
九
・
八
『
ホ
ト

ト
ギ
ス
』
)
に
は
、
人
間
と
し
て
個
性
を
保
全
す
る
た
め
に
、
結
婚
と
い
う
制

度
を
な
く
す
べ
き
だ
と
主
張
す
る
苦
沙
弥
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
に
反
対
す

る
東
風
が
描
か
れ
て
い
る
。

「
先
生
私
は
其
説
に
は
全
然
反
対
で
す
」
と
東
風
君
は
此
時
思
ひ
切
っ

た
調
子
で
ぴ
た
り
と
平
手
で
膝
頭
を
叩
い
た
。
「
私
の
考
で
は
世
の
中
に

何
が
尊
い
と
云
っ
て
愛
と
美
程
尊
い
も
の
は
な
い
と
思
ひ
ま
す
。
吾
々

を
慰
藷
し
、
吾
々
を
完
全
に
し
、
吾
々
を
幸
福
に
す
る
の
は
全
く
両
者

の
御
蔭
で
あ
り
ま
す
。
吾
人
の
情
操
を
優
美
に
し
、
品
性
を
高
潔
に
し
、

同
情
を
洗
練
す
る
の
は
全
く
両
者
の
御
蔭
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
吾
人

は
い
つ
の
世
、
い
づ
く
に
生
れ
て
も
比
二
つ
つ
の
も
の
を
忘
る
こ
と
が

出
来
な
い
で
す
。
此
二
つ
の
者
が
現
実
世
界
に
あ
ら
は
れ
る
と
、
愛
は

夫
婦
と
云
ふ
関
係
に
な
り
ま
す
、
美
は
詩
歌
、
音
楽
の
形
式
に
分
れ
ま

す
。
夫
だ
か
ら
荷
も
人
類
の
地
球
の
表
面
に
存
在
す
る
限
り
は
夫
婦
と

芸
術
は
決
し
て
滅
す
る
事
は
な
か
ら
う
と
思
ひ
ま
す
」

(
全
集
第
一
巻
5
4
9
頁
)

「
幸
福
」
な
ど
と
並
ん
で
「
慰
籍
」
は
、
「
愛
と
美
」
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ

る
利
益
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
現
実
世
界
に
お
い
て

「
美
は
詩
歌
、
音
楽
の
形
式
」
に
な
る
と
示
さ
れ
る
。
「
美
」
と
「
慰
藷
」
と

の
つ
な
が
り
は
、
こ
こ
で
は
「
慰
籍
」
だ
け
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
が
、

以
前
に
見
て
き
た
関
係
と
同
様
の
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
同
時
に
「
愛
」
に
つ
い
て
も
、
そ
の
重
要
性
を
東
風
は
語
っ
て
い

る
。
こ
れ
を
透
谷
の
思
想
と
、
以
下
に
比
較
し
て
み
る
。

-20一

「
恋
愛
は
人
世
の
秘
舗
な
り
、
恋
愛
あ
り
て
後
人
世
あ
り
、
恋
愛
を
抽
き

去
り
た
ら
む
に
は
人
生
何
の
色
味
か
あ
ら
む
」
(
北
村
透
谷
「
厭
世
詩
家
と
女

性
」
〈
明
治
二
五
・
二
『
女
学
雑
誌
』
〉
)
と
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
分
か

る
よ
う
に
、
透
谷
も
ま
た
、
「
恋
愛
」
の
重
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
「
高
尚

な
る
意
あ
る
も
の
に
は
恋
愛
の
必
要
特
に
多
し
、
そ
は
其
心
に
打
ち
消
す
可

か
ら
ざ
る
弱
性
と
不
満
足
と
常
に
宿
り
居
れ
ば
な
り
、
恋
愛
な
る
も
の
は
こ
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い
や

の
弱
性
を
療
じ
こ
の
不
満
足
を
愈
さ
ん
が
為
に
天
よ
り
賜
は
り
た
る
至
大
の

恩
恵
に
し
て
男
女
が
互
に
劣
情
を
縦
に
す
る
禽
獣
的
慾
情
と
は
品
異
れ
り
」

(
「
歌
念
仏
を
読
み
て
」
〈
明
治
二
五
・
六
『
女
学
雑
誌
』
〉
)
、
ま
た
、
「
夫
れ

恋
愛
は
透
明
に
し
て
美
の
真
を
貰
ぬ
く
、
恋
愛
あ
ら
ざ
る
内
は
社
会
は
一
個

の
他
人
な
る
が
如
く
に
頓
着
あ
ら
ず
、
恋
愛
あ
る
後
は
物
の
あ
は
れ
風
物
の

光
景
何
と
な
く
仮
を
去
っ
て
実
に
就
き
隣
家
よ
り
我
家
に
移
る
が
如
く
覚
ゆ

る
な
れ
」
(
前
出
「
厭
世
詩
家
と
女
性
」
)
な
ど
の
言
説
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、

「
恋
愛
」
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
利
点
を
、
い
う
な
れ
ば
社
会
的
な
人
格
の

完
成
に
認
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
延
長
線
上
に
あ
る
結
婚
に
つ
い
て
も
、

「
婚
姻
の
人
を
俗
化
す
る
は
人
を
真
面
目
な
ら
し
む
る
所
以
に
し
て
妄
想
減

じ
実
想
殖
ゆ
る
は
人
生
の
正
午
期
に
入
る
の
用
意
を
怠
ら
し
め
ざ
る
基
ひ
な

る
可
け
む
」
(
同
前
)
と
い
う
立
場
を
透
谷
は
と
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
用
例
が
即
東
風
の
発
言
の
下
敷
き
と
な
っ
て
い
る
と
は
勿
論
言

い
得
な
い
が
、
し
か
し
、
「
愛
と
美
」
の
現
実
世
界
に
お
け
る
重
要
性
の
指
摘
、

即
ち
透
谷
の
影
響
を
受
け
た
ら
し
い
言
説
が
こ
こ
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
を
、

指
摘
し
て
お
き
た
い
。

四
子
規
は
前
出
の
「
俳
詰
反
故
龍
」

で
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て

と
こ
ろ
で
、

い
る
。

俳
譜
は
何
の
用
を
か
為
す
と
問
ふ
者
あ
ら
ば
何
の
用
を
も
為
さ
ず
と
答

へ
ん
。
何
の
用
を
も
為
さ
ぬ
者
は
無
用
の
者
な
り
。
(
略
)
無
用
と
い
ふ

こ
と
は
一
歩
を
譲
り
て
言
ひ
た
る
も
の
な
り
。
若
し
詳
か
に
言
は
ジ
有

用
無
用
と
い
ふ
こ
と
の
定
義
を
定
め
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
若
し
こ
れ
に
適

当
な
る
定
義
を
施
さ
ば
美
術
文
学
(
俳
句
を
含
む
)
は
有
用
の
部
に
属

す
ベ
し
。
支
那
古
聖
人
の
教
に
詩
と
楽
と
を
重
ん
じ
、
方
今
欧
米
諸
国

に
て
美
術
文
学
を
賞
励
す
る
が
如
き
皆
其
有
用
な
る
を
認
め
た
れ
ば
な

り
ど
の
よ
う
に
「
俳
譜
」
や
「
美
術
文
学
」
が
「
有
用
」
な
の
か
、

と
に
つ
い
て
子
規
は
明
確
な
説
明
を
し
よ
う
と
は
し
な
い
。
前
半
に
お
い
て

は
「
無
用
の
者
な
り
」
と
ま
で
言
っ
て
い
る
。
子
規
自
身
文
学
の
必
要
性
は

直
感
的
に
感
じ
取
っ
て
い
た
の
で
は
あ
ろ
う
が
、
そ
の
根
本
理
念
を
つ
ま
び

ら
か
に
す
る
の
は
好
ま
な
か
っ
た
と
見
受
け
ら
れ
る
。

ま
た
、
そ
の
一
方
で
透
谷
は
俳
詣
の
「
美
」
に
つ
い
て
否
定
的
な
見
解
を

こ
の
こ

述
べ
て
い
る
。

道
徳
の
府
な
る
儒
学
も
平
民
の
門
を
叩
く
こ
と
は
稀
な
り
し
、
高
等
民

種
の
中
に
す
ら
局
促
た
る
縄
墨
の
覇
紳
を
脱
す
る
に
足
る
べ
き
活
気
あ

る
儒
学
に
入
る
こ
と
を
許
さ
ジ
り
し
な
り
。
精
神
的
修
養
の
道
一
と
し

て
平
民
を
崇
む
る
に
適
す
る
も
の
あ
ら
ず
、
偶
俳
道
の
普
及
は
以
て
彼

等
を
死
地
に
救
済
せ
ん
と
し
け
る
も
彼
等
は
自
ら
其
粋
美
を
蹴
棄
し
た

り
。
(
「
徳
川
時
代
の
平
民
的
理
想
」
〈
明
治
二
五
・
七
『
女
学
雑
誌
』
〉
)

恐
ら
く
透
谷
は
、
「
草
枕
」
で
も
否
定
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
芭
蕉
「
蚤
車

馬
の
尿
す
る
枕
も
と
」
な
ど
の
句
を
想
定
し
て
、
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る

唱

E
i

n
L
 

も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
ら
言
説
に
対
し
て
、
激
石
の
「
草
枕
」
を
め
ぐ
る
言
説
は
ど
の
よ
う

に
位
置
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
子
規
が
持
つ
、
文
学
の
有
用
無
用
の
問

題
に
対
し
て
は
、
子
規
が
明
確
に
し
な
か
っ
た
文
学
の
存
在
理
由
を
模
索
し
、
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「
慰
籍
」
と
い
う
一
つ
答
え
を
だ
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
一
方
で
透
谷
の
、

俳
詰
の
美
の
否
定
に
対
し
て
は
、
彼
の
評
価
し
得
な
か
っ
た
俳
詣
の
美
的
側

面
の
指
摘
に
成
功
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
意
味
で
、
激
石
の
「
草
枕
」
に
関

す
る
言
説
は
、
た
だ
に
思
想
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
た
両
者
の
エ
ピ
ゴ
ー
ネ
ン
で

は
な
く
、
文
学
に
お
け
る
問
題
を
激
石
な
り
に
解
決
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
テ
ク
ス
ト
を
見
て
い
く
と
「
草
枕
」
の
画
工
が
、
子
規

と
透
谷
と
が
抱
え
る
問
題
に
過
不
足
な
く
対
応
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
判
断

が
難
し
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
美
を
生
命
と
す
る
俳
句
的
小
説
」
の
側

面
は
比
較
的
明
白
で
あ
る
が
、
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
る
「
快
楽
」
が
「
慰
蒋
」

を
導
き
、
ひ
い
て
は
現
実
社
会
の
益
と
な
っ
て
い
る
か
は
現
代
の
読
者
に
限

ら
ず
当
時
で
も
確
実
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
。
こ
の
画
工
は
、
第
十
三
章
に
お

い
て
、
「
愈
現
実
世
界
へ
引
き
ず
り
出
さ
れ
た
。
汽
車
の
見
え
る
所
を
現
実
世

界
と
云
ふ
」
(
全
集
第
三
巻
1
6
7
頁
)
と
、
「
現
実
世
界
」
と
関
わ
る
こ
と

を
い
か
に
も
残
念
そ
う
に
述
べ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
激
石
自
身
ど
う
と
ら
え
て
い
た
か
。
激
石
は
後
の
書

簡
で
、
「
美
」
だ
け
を
追
求
す
る
文
学
に
対
し
て
否
定
的
な
見
解
を
示
し
て
い

る
。
そ
の
中
で
「
草
枕
の
様
な
主
人
公
で
は
い
け
な
い
」
と
い
い
、
さ
ら
に

は
虚
子
な
ど
の
「
俳
句
連
」
を
も
含
め
て
批
判
し
て
い
る
。
以
下
に
引
く
。

君
の
趣
味
か
ら
云
ふ
と
オ
イ
ラ
ン
憂
ひ
式
で
つ
ま
り
。
自
分
の
ウ
ツ
ク

シ
イ
と
思
ふ
事
ば
か
り
か
い
て
、
そ
れ
で
文
学
者
だ
と
澄
ま
し
て
居
る

様
に
な
り
は
せ
ぬ
か
と
思
ふ
。
現
実
世
界
は
無
論
さ
う
は
ゆ
か
ぬ
。
文

学
世
界
も
亦
さ
う
許
り
で
は
ゆ
く
ま
い
。
か
の
俳
句
連
虚
子
で
も
四
方

太
で
も
此
点
に
於
て
は
丸
で
別
世
界
の
人
間
で
あ
る
。
あ
ん
な
の
許
り

が
文
学
者
で
は
つ
ま
ら
な
い
。
と
い
ふ
て
普
通
の
小
説
家
は
あ
の
通
り

で
あ
る
。
僕
は
一
面
〆
に
於
て
俳
譜
的
文
学
に
出
入
す
る
と
同
時
に
一
面

に
於
て
死
ぬ
か
生
き
る
か
、
命
の
や
り
と
り
を
す
る
様
な
維
新
の
志
士

の
如
き
烈
し
い
精
神
で
文
学
を
や
っ
て
見
た
い
。
そ
れ
で
な
い
と
何
だ

か
難
を
す
て
』
易
に
つ
き
劇
を
厭
ふ
て
関
に
走
る
所
調
腰
抜
文
学
者
の

様
な
気
が
し
て
な
ら
ん

(
「
明
治
三
九
年
一

O
月
二
六
日
付
鈴
木
三
重
吉
宛
書
簡
」
、
全
集
第
二

二
巻
書
簡
番
号
6
9
5
番
)

こ
の
書
簡
に
は
激
石
の
目
指
す
二
つ
の
方
向
性
が
如
実
に
示
さ
れ
て
い
る
。

即
ち
「
ウ
ツ
ク
シ
イ
」
こ
と
を
追
い
求
め
て
「
別
世
界
」
を
誼
遁
す
る
「
俳

詰
的
文
学
」
と
、
「
維
新
の
志
士
の
如
き
」
と
表
さ
れ
る
「
現
実
世
界
」
と
地

続
き
の
文
学
と
で
あ
る
。
抑
も
「
余
が
『
草
枕
』
」
で
語
ら
れ
た
内
容
に
拠
れ

ば
、
「
俳
語
的
文
学
」
の
「
現
実
社
会
」
と
の
つ
な
が
り
は
実
現
さ
れ
た
は
ず

で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
書
簡
で
は
、
「
草
枕
」
の
人
々
に
「
慰
籍
」
を
与
え

る
役
割
と
い
う
点
で
の
自
信
は
小
さ
く
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、

そ
れ
だ
け
で
は
あ
き
た
ら
ず
、
よ
り
「
烈
し
い
精
神
」
を
求
め
る
様
子
す
ら

窺
え
る
。
な
ぜ
「
慰
藷
」
与
え
る
文
学
の
自
負
は
縮
小
し
た
の
か
。
こ
の
点

に
つ
い
て
激
石
自
身
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
明
治
三
十
九
年
十
一
月
」

の
日
付
を
も
っ
「
『
鶏
龍
』
自
序
」
(
明
治
四

0
・
一
春
陽
堂
)
を
引
用
す
る
。

『
璃
龍
』
は
「
草
枕
」
が
収
録
さ
れ
て
い
る
単
行
本
で
あ
る
。

も
し
「
璃
龍
」
が
是
等
の
士
に
幾
分
の
慰
籍
を
与
ふ
る
を
得
ば
著
者
の

願
は
足
る
。
/
著
者
の
描
け
る
も
の
が
、
如
何
に
読
者
の
心
に
映
じ
て
、

如
何
に
読
者
の
情
を
動
か
す
か
は
、
著
者
の
問
ふ
所
に
あ
ら
ず
。
否
聞

は
ん
と
欲
す
る
も
著
者
の
権
外
に
落
つ
。
「
鶏
龍
」
を
公
け
に
し
た
る
著

者
は
、
た
ゾ
之
を
公
け
に
し
た
る
迄
に
て
、
事
も
読
者
の
情
緒
と
感
興

n
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と
に
干
渉
し
て
、
骨
骨
貯
金
命
を
支
配
す
る
の
意
あ
ら
ず
。

(
傍
点
引
用
者
、
全
集
第
十
六
巻
3
6
頁
)

「
草
枕
」
が
「
慰
蒋
」
を
与
え
る
と
い
う
理
想
を
、
激
石
は
全
く
放
棄
し

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
当
初
「
草
枕
」
に
期
待
し
た
「
慰
籍
す

る
と
い
ふ
意
味
の
小
説
」
が
、
作
者
の
立
場
か
ら
望
め
る
も
の
で
は
な
い
旨

が
こ
こ
に
端
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
そ
の
理
由
と
し
て
「
内
部
の
生
命
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い

る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
と
い
う
の
は
、
周
知
の
通
り
こ
の
言
葉
は
透
谷

に
出
自
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
「
詩
人
哲
学
者
の
高
上
な
る
事
業
は
、
実
に
此

の
内
部
の
生
命
を
語
る
よ
り
外
に
出
づ
る
こ
と
能
は
ざ
る
な
り
。
内
部
の
生

命
は
千
古
一
様
に
し
て
、
神
の
外
は
之
を
動
か
す
こ
と
能
は
ざ
る
な
り
、
詩

人
哲
学
者
の
為
す
と
こ
ろ
畳
に
神
の
業
を
奪
ふ
も
の
な
ら
ん
や
、
彼
等
は
内

部
の
生
命
を
観
察
す
る
者
に
あ
ら
ず
し
て
何
ぞ
や
」
(
「
内
部
生
命
論
」
〈
明

治
二
六
・
玉
『
文
学
界
』
〉
)
と
い
う
透
谷
の
言
説
が
あ
る
。
激
石
は
こ
の
思

想
に
ふ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
「
内
部
の
生
命
」

と
い
う
言
葉
と
そ
の
意
味
す
る
所
に
お
い
て
は
透
谷
の
用
法
と
共
通
す
る
と

思
わ
れ
る
。

お
わ
り
に

「
草
枕
」
が
生
れ
た
文
壇
の
状
況
を
お
お
ま
か
に
ふ
り
か
え
っ
て
お
き
た
い
。

明
治
三
九
年
の
文
壇
は
作
物
に
恵
ま
れ
た
年
で
あ
っ
た
。
伊
藤
左
千
夫
「
野

菊
の
墓
」
(
明
治
三
九
・
一
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
)
、
二
葉
苧
四
迷
「
其
面
影
」
(
明

『
東
京
朝
日
新
聞
』
)
な
ど
が
こ
の
年

治
三
九
・
一

0
・一

0
1
一
二
・
コ
二

で
あ
る
。
激
石
自
身
多
作
で
あ
っ
た
し
、
自
然
主
義
と
い
わ
れ
る
作
家
達
も

ま
た
活
発
に
活
動
し
て
い
た
。
一
月
に
は
自
然
主
義
文
学
の
中
心
と
な
っ
た

雑
誌
『
早
稲
田
文
学
』
が
復
刊
(
第
二
次
、
主
筆
島
村
抱
月
)
、
六
月
に
は
そ

の
姉
妹
誌
と
い
わ
れ
る
『
趣
味
』
(
編
集
水
谷
不
倒
)
が
創
刊
さ
れ
た
。
自
然

主
義
文
学
・
反
自
然
主
義
文
学
と
い
う
こ
極
化
の
中
、
作
家
達
は
小
説
を
執

筆
す
る
傍
ら
激
し
く
論
戦
を
重
ね
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
文
学
活
動
を
摸
索
し

て
い
た
。
こ
う
し
た
状
況
で
島
村
抱
月
は
次
の
よ
う
に
文
壇
に
呼
び
か
け
た
。

我
れ
お
も
へ
ら
く
、
情
緒
的
よ
し
、
宗
教
的
よ
し
。
さ
れ
ど
も
向
此
の

外
に
、
日
本
の
現
代
と
い
ふ
特
殊
の
事
情
に
応
ず
べ
き
文
芸
観
な
か
る

べ
か
ら
ず
。
其
は
、
正
し
く
日
本
的
若
し
く
は
東
洋
的
文
芸
の
発
揮
と

い
ふ
こ
と
に
な
ら
ん
か
。
時
は
国
輿
こ
り
、
国
民
的
自
覚
生
ず
る
の
秋

な
り
。
東
西
洋
の
感
情
に
は
根
底
に
於
い
て
到
底
容
易
に
混
ず
べ
か
ら

ざ
る
の
相
違
あ
り
。
此
の
感
情
の
発
揮
た
る
文
芸
は
、
さ
れ
ば
ま
た
、

東
西
別
彩
と
し
て
存
す
る
も
当
然
の
事
な
ら
ず
や
。
文
芸
若
し
終
に
は

世
界
に
統
一
せ
ら
る
べ
し
と
い
は
ジ
、
そ
れ
に
と
も
可
な
ら
ん
。
只
其

の
前
に
当
た
っ
て
、
先
づ
十
分
に
自
家
を
発
展
せ
し
め
ん
と
要
す
る
な

・り。

-23-

(
島
村
抱
月
「
囚
は
れ
た
る
文
芸
」
〈
明
治
三
九
・
一

『
早
稲
田
文
学
』
、

注

1
6〉
)

激
石
が
「
余
が
『
草
枕
』
」
に
お
い
て
、
「
で
若
し
、
こ
の
俳
句
的
小
説

|
|
名
前
は
変
で
あ
る
が
ー
ー
が
成
立
つ
と
す
れ
ば
、
文
学
界
に
新
ら
し
い

境
域
を
拓
く
訳
で
あ
る
。
こ
の
種
の
小
説
は
未
だ
西
洋
に
も
な
い
や
う
だ
。

日
本
に
は
無
論
無
い
。
そ
れ
が
日
本
に
出
来
る
と
す
れ
ば
、
先
づ
、
小
説
界

に
於
け
る
新
ら
し
い
運
動
が
、
日
本
か
ら
起
っ
た
と
い
へ
る
の
だ
」
と
い
っ
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て
い
る
の
は
、
英
文
学
者
と
し
て
の
激
石
の
博
識
に
基
づ
く
所
見
で
あ
る
(
注

1
7
)
の
は
勿
論
だ
が
、
一
方
で
は
こ
う
し
た
抱
月
の
呼
び
か
け
に
見
ら
れ

る
よ
う
な
、
日
本
独
自
の
文
学
を
求
め
る
文
壇
の
風
潮
に
応
え
た
も
の
で
は

な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
「
草
枕
」
は
一
つ
の
文
学
作
品
で
あ
る
と
同
時
に
、
日

本
独
自
の
「
新
し
い
運
動
」
の
形
を
希
求
す
る
文
壇
へ
の
、
自
然
主
義
・
反

自
然
主
義
と
い
う
睦
み
合
い
を
超
え
た
試
作
品
の
提
示
で
で
も
あ
っ
た
の
で

あ
る
。最

後
に
改
め
て
、
「
慰
籍
す
る
と
い
ふ
意
味
」
に
つ
い
て
私
見
を
披
躍
し
た

い
。
こ
の
小
説
の
社
会
的
な
役
割
に
つ
い
て
は
、
飽
く
ま
で
も
作
者
の
立
場

か
ら
、
読
者
に
対
す
る
限
界
を
激
石
が
知
っ
て
い
た
こ
と
は
既
に
見
て
き
た
。

し
か
し
、
激
石
自
身
に
と
っ
て
は
ど
う
だ
っ
た
ろ
う
。
「
草
枕
」
を
執
筆
し
て

い
た
こ
の
時
期
の
激
石
の
精
神
状
態
に
つ
い
て
、
宮
沢
健
太
郎
氏
は
鏡
子
夫

人
の
入
水
自
殺
未
遂
と
い
う
事
実
を
踏
ま
え
て
「
こ
の
こ
と
が
逆
に
激
石
に

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
し
て
、
強
い
衝
撃
と
な
り
、
八
年
後
に
『
草
枕
』
と
し
て

具
象
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
」
(
注
1
8
)
と
指
摘
さ
れ
、
ま
た
槙
林
混
二
氏

が
「
ま
さ
に
地
獄
の
時
代
で
あ
る
」
(
注
1
9
)
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
後
日

「
道
草
」
に
描
か
れ
る
よ
う
な
鏡
子
夫
人
と
の
関
係
が
、
「
草
枕
」
執
筆
時
に

激
石
を
苦
し
め
て
い
た
こ
と
は
紛
れ
も
な
い
事
実
で
あ
る
。
そ
の
当
時
の
様

子
を
知
る
人
物
と
し
て
東
大
講
師
で
あ
っ
た
松
浦
一
の
証
言
を
見
る
事
が
で

#
c
'
G
。私

の
知
っ
て
居
る
大
学
奉
職
時
代
の
先
生
(
引
用
者
注
・
激
石
)
は
生

活
と
思
想
の
両
方
面
で
奮
闘
さ
れ
て
ゐ
た
』
め
か
、
形
容
に
は
段
々
と

人
生
の
疲
れ
と
云
ふ
や
う
な
様
子
が
加
は
る
や
う
に
見
え
た
。
(
略
)
私

は
あ
の
や
う
な
疲
れ
衰
へ
た
や
う
な
状
態
か
ら
、
『
草
枕
』
の
や
う
な
誼

遥
遊
の
文
学
が
生
れ
た
の
を
、
真
に
意
味
の
あ
る
事
と
思
っ
て
ゐ
る
。

(
松
浦
一
「
『
文
学
論
』
の
頃
」
(
大
正
六
・
一
『
新
小
説
臨
時
号
』
、

注
2
0
)

松
浦
一
は
「
草
枕
」
の
「
真
」
の
意
味
を
了
解
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

少
く
と
も
激
石
自
身
は
直
面
す
る
人
生
の
苦
痛
か
ら
「
草
枕
」
の
美
的
世
界

を
さ
ま
よ
う
事
に
よ
っ
て
「
慰
籍
」
を
得
て
、
救
わ
れ
た
。
逆
に
言
え
ば
「
余

が
『
草
枕
』
」
の
な
か
で
述
べ
ら
れ
た
「
慰
蒋
す
る
と
い
ふ
意
味
」
は
撤
石
の

極
め
て
内
面
的
な
実
感
で
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

(注
1
)
小
宮
豊
隆
『
激
石
の
芸
術
』
(
昭
和
一
七
・
一
二
岩
波
書
居
)
。

(注
2
)
上
田
正
之
「
物
語
の
古
層
H

〈
入
水
す
る
女
〉
|
『
草
枕
』
と

『
春
昼
』
|
」
(
平
成
九
・
三
『
国
語
教
育
論
叢
』
)
、
中
島
佐
和

子
「
『
草
枕
』
の
成
立
l

『
高
野
聖
』
と
の
比
較
か
ら
」
(
平
成

九
・
八
『
国
文
』
)
、
加
藤
禎
行
「
変
奏
さ
れ
る
『
草
枕
』
|
泉
鏡

花
『
春
昼
』
『
春
昼
後
刻
』
か
ら
の
射
程
|
」
(
平
成
一
一
・
六
『
国

文
学
研
究
』
)
、
小
橋
孝
子
「
『
草
枕
』
論
|
鏡
花
文
学
と
の
交
響

を
め
ぐ
っ
て
l
」
(
平
成
=
了
一

O
『
国
語
と
国
文
学
』
)
な
ど
。

an-
ηノ
U

(注
3
)
越
智
悦
子
「
『
草
枕
』
の
美
に
対
す
る
一
考
察
」
(
昭
和
五
六
・

三
『
岡
大
国
文
論
稿
』
)
。

(注
4
)
西
村
好
子
「
『
俳
句
的
小
説
』
と
し
て
の
『
草
枕
』
」
、
『
散
歩

す
る
激
石
|
詩
と
小
説
の
間
』
(
平
成
一

0
・
九
翰
林
書
房
)
。

(注
5
)
引
用
本
文
は
『
明
治
文
学
全
集
5
3
』
(
昭
和
五
四
・
四
筑
摩

書
房
)
に
よ
る
。
以
下
の
正
岡
子
規
の
テ
ク
ス
ト
は
、
す
べ
て
こ
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れ
に
よ
る
。

(
注
6
)
「
美
と
は
何
ぞ
と
問
ふ
に
先
だ
ち
て
、
美
は
何
処
に
か
あ
る
と

問
ふ
こ
と
肝
要
な
り
。
/
意
識
よ
り
外
に
あ
り
、
外
物
に
あ
り
と

お
も
ふ
は
最
も
稗
き
考
な
る
べ
し
。
こ
れ
を
程
き
実
際
主
義
と
い

ふ
。
意
識
に
て
客
(
所
)
と
見
る
物
を
実
の
物
ぞ
と
お
も
へ
る
な

り
。
こ
の
考
の
非
な
る
を
ぱ
哲
学
を
待
た
ず
し
て
知
る
べ
し
。
自

然
学
に
よ
り
て
も
暁
る
ベ
し
。
色
と
い
ひ
、
声
と
い
ふ
も
の
は
主

(
能
)
感
の
み
。
こ
れ
に
対
す
る
実
は
分
子
と
極
微
と
の
動
く
さ

ま
の
み
。
美
は
色
芦
な
ん
ど
の
組
立
よ
り
生
ず
る
も
の
な
れ
ば
、

こ
れ
は
た
主
感
に
あ
り
て
意
識
よ
り
外
の
実
に
あ
ら
む
や
う
な

し
。
」
(
引
用
本
文
は
『
明
治
文
学
全
集
7
9
』
〈
昭
和
五

0
・・二

筑
摩
書
房
〉
に
よ
る
。
)

(注
7
)
「
美
は
『
あ
ら
は
れ
』
に
あ
り
見
え
た
る
様
に
あ
り
と
云
ふ
の

論
は
、
カ
ン
ト
の
一
二
の
言
を
縁
と
し
て
シ
ル
レ
ル
の
説
け
る
所

に
既
に
其
根
本
思
想
を
見
る
を
得
ベ
く
、
へ

l
ゲ
ル
に
至
っ
て
ま

す
ノ
¥
明
に
、
シ
ヤ
ス
レ
ル
、
ハ
ル
ト
マ
ン
等
に
至
っ
て
更
に
精

し
く
な
り
た
る
も
の
な
る
が
、
今
は
姑
く
ハ
ル
ト
マ
ン
に
従
う
て

説
か
ん
に
、
美
象
は
吾
人
の
主
観
を
離
れ
た
る
実
在
に
存
せ
ず
、

一
物
を
美
は
し
と
観
る
と
き
は
其
物
の
実
に
あ
る
の
様
は
問
ふ
所

に
あ
た
ず
、
吾
人
の
主
観
に
見
え
た
る
、
あ
ら
は
れ
た
る
の
様
、

是
れ
美
の
在
る
処
な
り
、
画
工
の
描
け
る
も
の
、
俳
優
の
演
ず
る

と
こ
ろ
、
是
れ
実
物
に
あ
ら
ず
、
唯
だ
看
る
者
の
主
観
に
あ
ら
は

れ
た
る
の
象
な
り
。
」
(
引
用
本
文
は
注
6
に
同
じ
。
)

(
注
8
)
「
美
学
の
研
究
者
が
、
そ
の
研
究
の
初
め
に
先
づ
以
て
認
め
ね

ば
な
ら
ぬ
こ
個
の
事
実
あ
り
。
美
は
主
観
の
側
よ
り
見
て
感
情
な

る
こ
と
、
而
し
て
是
の
感
情
の
快
感
な
る
こ
と
、
是
也
。
」
(
引
用

本
文
は
『
明
治
文
学
全
集
4
0
』
〈
昭
和
四
五
・
七
筑
摩
書
房
一
〉

に
よ
る
。
)

(注
9
)
前
田
愛
「
世
紀
末
と
桃
源
郷
l

『
草
枕
』
を
め
ぐ
っ
て
|
」
(
昭

和
五
五
・
三
『
理
想
』
)
。

(
注
1
0
)
羽
仁
新
五
「
『
草
枕
』
の
文
学
理
論
的
基
礎
と
そ
の
本
質
に

つ
い
て
」
(
昭
和
一
三
・
一
一
『
国
語
と
国
文
学
』
)
。

(
注
1
1
)
引
用
本
文
は
『
明
治
文
学
全
集
2
9
』
(
昭
和
五
一
・
一

O

筑
摩
書
房
)
に
よ
る
。
以
下
の
北
村
透
谷
の
テ
ク
ス
ト
は
、
す
ベ

て
こ
れ
に
よ
る
。

(
注
1
2
)
引
用
本
文
は
『
明
治
文
学
全
集
5
0
』
(
昭
和
四
九
・
一

O
)

に
よ
る
。

F
D
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(
注
1
3
)
引
用
本
文
は
注
6
に
同
じ
。
以
下
の
大
西
祝
の
テ
ク
ス
ト
は
、

す
べ
て
こ
れ
に
よ
る
。

(
注
1
4
)
小
沢
勝
美
『
透
谷
と
激
石
自
由
と
民
権
の
文
学
』
(
平
成
三

-
六
双
文
社
出
版
)
で
は
共
通
点
と
し
て
、
-
家
庭
環
境
、

2

専
攻
、

3
思
想
と
気
質
、

4
恋
愛
観
、

5
社
会
・
文
学
観
、

6
対

人
民
、

7
作
品
の
主
題
、
相
違
点
と
し
て
、
-
生
立
ち
、

2
女
性

関
係
、

3
生
活
の
型
、

4
思
想
の
傾
向
、

5
宗
教
、
が
あ
げ
ら
れ

て
い
る
。

(
注
1
5
)
神
山
睦
美
『
夏
目
激
石
論
|
序
説
』
(
昭
和
五
五
・
六
国
文

社
)
。
他
に
、
北
川
透
氏
(
『
北
村
透
谷
試
論
I

〈
幻
境
〉
へ
の

旅
』
、
昭
和
四
九
・
五
冬
樹
社
)
に
、
透
谷
「
厭
世
詩
家
と
女
性
」



「美jの言説における夏目激石「草枕jの位相

に
見
ら
れ
る
「
対
思
想
」
が
激
石
『
そ
れ
か
ら
』
、
『
彼
岸
過
迄
』
、

『
心
』
で
展
開
し
た
と
す
る
説
が
あ
る
。
ま
た
平
岡
敏
夫
氏
(
『
激

石
序
説
』
、
昭
和
五
一
・
一

O
)
は
、
「
二
百
十
日
」
に
透
谷
「
徳
川

氏
時
代
の
平
民
的
理
想
」
の
、
ま
た
「
野
分
」
に
は
透
谷
「
眠
れ
る

蝶
」
、
「
蝶
の
ゆ
く
へ
」
、
「
双
蝶
の
わ
か
れ
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
影

響
を
示
唆
し
て
い
る
。

(
注
1
6
)
引
用
本
文
は
『
明
治
文
学
全
集
4
3
』
に
よ
る
。

(
注
1
7
)
「
英
人
の
文
学
は
安
慰
を
与
ふ
る
の
文
学
に
あ
ら
ず
刺
激
を

与
ふ
る
の
文
学
な
り
。
人
の
塵
慮
を
一
掃
す
る
の
文
学
に
あ
ら
ず

し
て
益
人
を
俗
了
す
る
の
文
学
な
り
。
彼
等
は
自
ら
弊
賓
の
中
に

坐
し
て
益
其
弊
を
助
長
す
。
阿
片
に
耽
溺
せ
る
病
人
と
同
じ
。
」

(
「
断
片
三
二

D

〔
手
帳
@
1
6
'
3
0
縦
書
〕
」
全
集
第
一
九
巻

-26-

2
0
5
頁)。

(
注
1
8
)
宮
沢
健
太
郎
「
『
草
枕
』
の
文
体
論
的
考
察
」
(
平
成
九
・
一

二
『
白
百
合
女
子
大
学
研
究
紀
要
』
)
。

(
注
1
9
)
槙
林
混
二
「
『
草
枕
』
小
考
1

一
つ
の
原
景
に
つ
い
て
|
」

(
昭
和
六
二
・
一
一
『
佐
賀
大
国
文
』
)
。

(
注
2
0
)
引
用
本
文
は
『
激
石
全
集
別
巻
』

1
6
8
頁。

※
夏
目
散
石
の
テ
ク
ス
ト
は
『
撤
石
全
集
』
(
平
成
五
年
版
、
岩
波
書
庖
)
に

よ
る
。

※
引
用
本
文
の
旧
字
を
私
に
新
字
に
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

(
あ
い
か
わ

な
お
ゆ
き
)




