
北
　
村
　
透
　
谷
　
の
　
詩
　
人
　
論

－
　
文
学
に
お
け
る
「
快
楽
」
・
「
実
用
」
の
問
題
－
－

序

北
村
透
谷
は
山
路
愛
山
と
の
人
生
相
渉
論
争
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
て
い

る
。

快
聖
と
費
用
と
は
、
文
撃
の
両
翼
な
り
、
璧
輸
な
り
、
之
な
く
て
は
鳥

飛
ぶ
能
は
ず
、
車
走
る
能
は
ず
。
然
れ
ど
も
快
柴
と
貿
用
と
は
、
文
撃
の

木
鉢
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
快
架
と
貿
用
と
は
美
の
的
（
A
i
m
）
な
り
。
美

の
結
果
（
E
f
f
e
c
t
）
な
り
。
美
の
効
用
（
U
s
e
）
な
り
。
「
美
」
の
木
鉢

は
快
栗
と
費
用
と
に
あ
ら
ず
。

（
『
日
本
文
学
史
骨
』
一
八
九
三
年
）

文
学
の
本
質
は
「
快
楽
」
や
「
実
用
」
に
あ
る
の
で
は
な
い
、
こ
の
主
張
は
文

学
の
日
的
性
・
有
効
性
・
実
用
性
に
関
す
る
一
切
の
議
論
の
地
平
を
超
越
す
べ

く
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
試
み
に
お
い
て
、
透
谷
独
特
の
文
学
の
本
質

論
が
開
陳
さ
れ
る
。
透
谷
に
よ
れ
ば
、
文
学
に
よ
っ
て
＜
県
に
人
生
を
慰
め
、

只
に
人
生
を
保
つ
に
は
、
県
に
人
生
を
観
察
し
、
人
生
を
批
評
す
る
＞
こ
と
が

必
要
で
あ
る
。
＜
黙
示
の
度
に
従
ひ
て
、
人
生
を
研
究
す
る
も
の
に
し
て
、
感

應
の
度
に
従
ひ
て
、
人
生
を
慰
侠
す
る
＞
＜
詩
人
＞
が
そ
れ
を
可
能
に
す
る
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
l
そ
こ
で
、
透
谷
の
詩
人
論
に
着
目
し
な
が
ら
、
彼
の

革
新
的
な
文
学
理
念
の
問
題
を
考
究
す
る
。

尾

　

西

　

康

　

充

透
谷
が
活
粧
し
た
一
八
八
〇
～
九
〇
年
代
は
い
か
な
る
文
学
状
況
で
あ
っ
た

の
か
。日

本
近
代
文
学
の
試
行
期
と
い
え
る
当
時
は
、
投
理
想
論
父
一
八
九
一
年
）

を
代
表
と
す
る
多
く
の
論
争
の
な
か
で
、
文
学
が
「
快
非
こ
か
、
あ
る
い
は
「
実

用
」
か
、
そ
の
ど
ち
ら
を
指
向
す
る
か
に
つ
い
て
さ
か
ん
に
粟
洞
が
な
さ
れ
て

い
た
。
そ
こ
で
、
文
学
に
お
け
る
「
快
楽
」
と
「
実
用
」
と
い
う
問
題
に
分
析

の
視
点
を
陀
い
て
、
そ
の
時
代
の
文
学
状
況
を
整
理
す
る
。

坪
内
出
道
の
『
小
説
神
陸
　
（
一
八
八
六
年
）
は
日
本
最
初
の
小
説
釈
論
虫

と
日
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
＜
小
説
は
美
術
な
り
、
貿
用
に
供
ふ
べ
き
も
の

に
あ
ら
ね
ば
、
共
賃
益
を
あ
げ
つ
ら
は
む
こ
と
な
か
な
か
に
曲
ご
と
な
る
べ

し
＞
と
し
な
が
ら
も
＜
作
者
の
敢
て
望
ま
ざ
り
け
る
稗
箆
あ
る
ひ
は
秒
L
と
せ

ず
＞
と
小
説
の
効
用
を
説
い
て
い
る
。
そ
の
直
接
の
利
益
と
し
て
＜
娯
聖
を
人

に
興
ふ
る
に
あ
り
）
、
間
接
の
利
益
と
し
て
＜
目
く
人
の
気
格
空
高
尚
に
な
す

事
、
日
く
人
を
歓
奨
懲
誠
な
す
事
、
日
く
正
史
の
補
遺
と
な
る
事
、
日
く
文
隼

の
師
表
と
な
る
事
＞
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
＜
美
術
＞
に
対
置
す
る

か
た
ち
で
＜
貿
用
＞
が
と
ら
え
ら
れ
て
お
ヶ
、
そ
の
な
か
に
∧
娯
欒
＞
と
い
う

「
快
楽
」
が
直
接
の
利
益
と
し
て
、
さ
ら
に
読
者
の
啓
蒙
教
化
と
い
う
「
実
用
」
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が
間
接
の
利
益
と
し
て
含
ま
れ
て
い
る
と
す
る
。

た
だ
し
、
沿
道
の
い
う
＜
娯
欒
＞
は
、
当
時
の
文
化
改
良
主
義
的
な
意
味
合

い
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、
伝
統
的
に
＜
婦
女
童
豪
の
玩
具
＞
で
あ
っ
た

小
説
が
＜
大
人
、
撃
士
と
い
は
る
1
人
々
＞
に
＜
人
間
世
界
の
批
判
を
も
て
人

生
の
一
大
娯
整
＞
と
し
て
読
ま
れ
る
と
き
に
得
ら
れ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
そ
れ
は
読
者
へ
の
啓
蒙
と
と
も
に
あ
た
え
ら
れ
る
「
快
楽
」
な
の
で

あ
る
。
要
す
る
に
『
小
説
神
髄
』
で
は
「
快
楽
」
も
「
実
用
」
も
啓
蒙
主
義
的

憤
向
を
も
つ
も
の
と
し
て
包
括
的
に
規
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
そ
の
　
『
小
説
神
髄
』
　
に
お
い
て
の
大
き
な
問
題
は
、
＜
美
術
∨

と
＜
碑
益
＞
と
の
関
係
の
あ
い
ま
い
さ
で
あ
る
。
小
説
は
＜
人
格
＞
が
作
者
に

よ
っ
て
＜
只
傍
現
し
て
あ
り
の
ま
ゝ
に
摸
寓
＞
さ
れ
る
だ
け
の
純
粋
な
美
術
で

あ
る
と
い
い
な
が
ら
＜
若
し
そ
れ
小
説
に
し
て
賓
に
か
く
の
ご
と
き
稗
益
あ
り

な
ば
、
わ
が
未
熟
な
る
小
説
、
稗
史
を
次
第
に
修
正
改
良
し
て
、
彼
の
泰
西
の

も
の
に
駕
す
べ
き
完
全
無
紋
の
も
の
と
な
し
て
国
家
の
花
と
稀
へ
つ
べ
き
一
大

美
術
と
な
さ
ゞ
ら
む
は
わ
が
大
な
る
榊
怠
な
ら
ず
や
＞
と
し
て
い
る
。
作
者
の

一
切
の
趣
向
を
破
棄
し
て
描
か
れ
る
投
理
想
小
説
に
お
い
て
、
没
理
想
的
な
美

を
純
粋
に
指
向
し
な
が
ら
も
、
そ
の
下
位
目
的
と
し
て
啓
蒙
主
義
的
要
素
を
設

定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
両
君
の
関
係
が
あ
い
ま
い
な
ま
ま
、
そ
の
ふ
た
つ
が

同
時
に
実
現
可
能
で
あ
る
と
す
る
と
こ
ろ
に
『
小
説
神
餌
』
　
の
論
理
的
矛
盾
が

あ
る
の
で
あ
る
。

事
実
、
明
治
の
文
学
に
お
い
て
　
『
小
説
神
髄
』
理
論
の
実
践
は
成
功
を
収
め

な
か
っ
た
。
の
み
な
ら
ず
そ
の
後
、
反
動
現
象
ま
で
引
き
起
こ
し
＜
此
の
常
時

の
小
説
界
　
－
　
人
情
世
態
の
描
烏
の
み
を
本
旨
と
し
た
『
小
説
神
髄
』
直
伸
の

文
壇
文
撃
、
イ
ソ
チ
リ
文
撃
　
－
　
に
封
し
て
殆
ん
ど
革
命
的
な
爆
穿
V
と
柳
田

泉
氏
が
指
摘
し
た
、
矢
野
龍
漠
の
『
浮
城
物
玉
巴
が
読
者
に
歓
迎
さ
れ
て
登
場

（1）

す
る
の
で
あ
る
。

柳
田
氏
の
整
理
に
よ
る
と
、
龍
演
の
批
判
は
『
小
説
神
鮎
』
の
脈
を
引
い
た

当
時
の
文
壇
小
説
が
＜
世
態
人
情
の
描
富
と
い
ふ
そ
の
措
雷
を
小
説
の
本
質
と

し
、
従
っ
て
記
者
の
悦
ぶ
や
う
に
作
を
す
る
と
か
い
ふ
こ
と
は
考
へ
ず
、
作
家

が
主
で
記
者
が
従
、
記
者
は
何
で
も
作
家
の
描
記
し
た
も
の
を
そ
の
ま
1
に
受

け
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
＞
と
こ
ろ
を
つ
い
て
い
る
。
だ
か
ら
、
作
家
は
＜
先

づ
結
構
の
壮
大
、
疑
化
の
奇
幻
等
、
大
衆
的
訳
者
も
直
に
理
解
出
来
る
や
う
な

條
件
を
備
へ
た
も
の
を
第
一
に
制
作
＞
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
＜
国
民
が
憧

憬
し
っ
ゝ
も
賃
際
の
世
界
に
於
い
て
具
現
し
得
な
い
理
想
的
満
足
を
、
室
想
の

世
界
を
憤
り
て
賓
現
し
て
見
せ
＞
る
こ
と
で
＜
大
衆
的
記
者
に
ア
ッ
ピ
ー
ル
＞

す
る
の
が
龍
演
の
目
標
と
す
る
小
説
で
あ
っ
た
と
柳
田
氏
は
指
摘
し
て
い
る
。

こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
『
浮
城
物
語
立
案
の
始
末
』
（
「
国

民
新
開
」
一
八
九
〇
年
、
六
、
二
八
）
で
＜
讃
者
に
娯
磐
を
興
ふ
る
ほ
小
説
の

正
産
物
な
り
世
を
矯
め
俗
を
激
し
人
を
戒
め
時
を
諷
す
る
は
そ
の
副
産
物
な

り
＞
と
龍
漠
が
記
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
越
智
治
雄
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
に

『
経
国
美
談
』
前
篇
序
（
一
八
八
三
年
）
に
記
さ
れ
て
い
る
＜
稗
史
小
説
ノ
世

二
於
ケ
ル
ハ
音
聖
書
園
ノ
講
美
術
ト
一
般
、
尋
常
遊
疲
ノ
具
二
過
キ
サ
ル
ノ

ミ
＞
と
い
う
認
識
が
龍
漠
に
あ
り
、
遺
道
が
提
唱
す
る
ノ
ベ
ル
の
み
な
ら
ず
自

ら
の
政
治
小
説
さ
え
＜
正
史
＞
＝
＜
要
事
＞
に
関
す
る
文
章
と
対
立
す
る
＜
遊

戯
ノ
具
＞
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
小
説
に
よ
る
啓
蒙
主
義
的
な
目
的
意
識
は

希
薄
で
、
読
者
に
「
快
楽
」
を
あ
た
え
れ
ば
小
説
の
任
務
は
全
う
さ
れ
る
。
た

だ
、
そ
の
「
快
※
」
が
人
情
小
説
的
な
悲
劇
的
恋
愛
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な

く
＜
偉
人
奇
士
の
風
神
態
度
＞
を
も
っ
た
英
雄
が
登
場
し
て
読
者
を
戦
慄
、
興

奮
さ
せ
る
と
こ
ろ
に
龍
漠
の
文
学
論
の
主
眼
が
置
か
れ
て
い
る
。
そ
の
基
本
路

55



緑
に
沿
っ
て
知
識
の
伝
達
が
可
能
な
か
ぎ
り
な
さ
れ
れ
ば
よ
い
と
消
極
的
に
考

え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
政
治
小
説
た
る
『
浮
城
物
菟
巴
が
啓
蒙
主
義
的
な
日
的
で
は
な
く

「
快
楽
」
を
そ
の
主
た
る
目
的
に
設
定
す
る
こ
と
に
矛
盾
は
あ
り
は
し
な
い

か
。
啓
豪
家
を
称
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
龍
漠
は
、
読
者
か
ら
の
「
快
さ

に
た
い
す
る
需
要
に
応
じ
る
こ
と
だ
け
に
小
説
の
役
割
を
認
め
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
に
快
楽
主
義
的
要
素
へ
の
は
な
は
だ
し
い
傾
斜
が
指
摘
で
き
よ
う
。

す
る
と
・
そ
の
よ
う
な
龍
演
の
快
楽
主
義
的
要
素
は
、
投
理
想
的
美
を
追
求

し
な
が
ら
同
時
に
啓
蒙
主
義
的
目
的
を
達
成
し
得
る
と
し
た
『
小
説
神
髄
』
の

矛
盾
の
解
決
策
と
な
り
得
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
を
考
え
る
う
え
で
注
意
を
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
『
浮
城
物
語
』
を

め
ぐ
っ
て
お
こ
っ
た
浮
城
物
語
論
争
で
あ
る
。
そ
の
論
争
の
状
況
は
、
越
智
氏

（2）

が
「
『
浮
城
物
残
巴
と
そ
の
周
園
」
の
な
か
で
明
快
に
図
式
化
し
て
み
せ
た
が

『
浮
城
物
語
』
を
大
文
学
と
し
て
積
極
的
に
甘
定
す
る
徳
富
蘇
峰
・
尾
崎
行
雄

ら
の
啓
蒙
家
た
ち
と
そ
の
登
場
人
物
の
内
面
描
写
の
不
徹
底
さ
を
非
難
す
る
内

田
魯
庵
・
石
橋
忍
月
ら
の
文
学
者
た
ち
と
の
あ
い
だ
で
た
た
か
わ
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。
し
か
し
『
浮
城
物
語
立
案
の
始
末
』
で
＜
成
大
無
退
な
る
小
説
界
を
目

し
て
手
狭
な
る
菜
園
と
誤
想
し
、
小
説
と
さ
へ
聞
け
ば
男
女
の
情
を
鶉
す
に
止

り
快
潤
壮
大
な
る
娯
楽
を
ば
到
底
此
界
に
望
み
難
き
老
な
る
が
如
く
考
ふ
遺
憾

と
謂
は
ざ
る
可
け
ん
や
＞
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
論
点
が
＜
小
説
の
領

分
＞
を
以
て
人
情
一
点
張
り
と
す
る
か
否
か
に
終
始
し
た
観
が
あ
る
。
論
争
が

そ
れ
以
上
に
発
展
せ
ず
、
当
時
の
文
学
状
況
を
根
本
的
に
問
う
も
の
に
な
ら
な

か
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、
小
説
は
所
詮
、
快
楽
主
義
的
要
素
し
か
も
た
な
い
と

い
う
前
提
に
立
っ
て
話
を
す
す
め
て
い
る
啓
蒙
家
と
、
美
と
啓
蒙
的
要
素
と
が

予
定
調
和
的
に
実
現
す
る
こ
と
を
夢
想
し
て
い
る
文
学
者
と
の
根
本
的
な
発
想

の
相
違
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
越
智
氏
は
＜
啓
豪
家
た
ち
の
志
向
し
た
近
代
と

文
撃
的
近
代
の
断
絶
、
披
行
、
こ
れ
が
詔
抒
城
物
臣
の
提
起
す
る
問
題
な
の

で
あ
る
＞
と
指
摘
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
両
者
の
あ
い
だ
に
み
ら
れ
る
差
は
歴
然
と
し
て
い
る
の
だ

が
、
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
そ
も
そ
も
両
者
の
文
学
観
が
「
快
楽
」
と

「
実
用
」
と
に
関
し
て
大
き
な
矛
盾
を
革
む
も
の
で
あ
っ
た
点
で
あ
る
。
そ
れ

ゆ
え
、
そ
の
状
況
の
整
調
的
な
乗
り
準
え
を
図
る
た
め
に
は
、
そ
の
「
快
楽
」

「
実
用
」
を
板
木
的
に
懐
疑
す
る
眼
を
も
つ
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
が
可
能
で
あ
っ
た
の
は
だ
れ
か
。
そ
れ
は
ま
さ
に
＜
画
聖
な
る
文
撃
を

以
て
、
貿
用
と
快
柴
に
隷
属
せ
し
め
つ
1
あ
り
た
り
。
宜
な
る
か
な
、
我
邦
の

文
運
、
今
日
ま
で
憐
れ
む
べ
き
位
地
の
あ
り
た
り
し
や
＞
（
『
日
本
文
学
史
骨
』
）

と
論
じ
る
視
点
を
獲
得
し
て
い
た
北
村
透
谷
で
あ
る
。
文
学
に
一
切
の
繋
縛
を

断
ち
切
ら
せ
＜
鴫
呼
文
士
、
何
す
れ
ぞ
局
促
と
し
て
人
生
に
相
捗
る
を
之
れ
求

め
む
＞
（
『
人
生
に
相
捗
る
と
は
何
の
謂
ぞ
』
一
八
九
三
年
）
と
高
ら
か
に
宣
言

し
た
透
谷
に
こ
そ
当
時
の
文
学
を
根
本
的
に
問
い
な
お
す
可
能
性
を
発
見
で
き

よ
云
ノ
。透

谷
の
そ
の
可
能
性
は
、
つ
ぎ
に
引
く
よ
う
な
彼
の
詩
人
論
に
お
い
て
際
立

っ
て
み
ら
れ
る
。
そ
こ
で
次
章
で
は
、
そ
の
詩
人
論
を
と
お
し
て
透
谷
の
可
能

性
を
考
試
す
る
。

被
れ
は
票
を
忘
れ
た
る
な
り
、
彼
は
人
間
を
離
れ
た
る
な
り
、
彼
は
肉
を

脱
し
た
る
な
り
。
賓
を
忘
れ
、
肉
を
配
し
、
人
間
を
離
れ
て
、
何
庭
に
か

去
れ
る
。
社
机
の
行
衛
は
、
悶
ふ
こ
と
を
止
め
よ
、
天
空
回
く
飛
び
去
り

て
、
紹
射
的
の
物
、
即
ち
ー
d
e
a
に
ま
で
達
し
た
る
な
り
。

・
．
（
『
人
生
に
相
捗
る
と
は
何
の
謂
ぞ
』
）
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二

透
谷
が
論
じ
る
詩
人
の
も
っ
と
も
重
要
な
特
徴
は
、
イ
ン
ス
ビ
レ
ー
シ
ョ
ソ

に
存
す
る
。
透
谷
の
イ
ソ
ス
ビ
レ
ー
シ
ョ
ソ
概
念
は
『
内
部
生
命
論
』
　
（
一
八

九
三
年
）
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
『
内
部
生
命
論
』
は
人
生
柏
渉
論
争
を
つ
う

じ
て
想
実
論
を
深
化
さ
せ
た
透
谷
の
文
学
理
念
の
到
達
点
を
示
す
も
の
と
評

価
さ
れ
て
い
る
。
笹
淵
友
一
氏
は
＜
透
谷
個
人
の
思
想
を
解
説
す
る
の
み
な
ら

ず
、
「
文
学
界
」
同
人
の
思
想
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
天
知
（
論

者
注
、
星
野
天
知
）
が
「
（
透
谷
ガ
）
内
部
生
命
ヲ
説
キ
テ
本
誌
同
人
ノ
思
想

（3）

ヲ
明
カ
ニ
ス
」
と
述
べ
て
ゐ
る
こ
と
で
も
明
ら
か
で
あ
る
＞
と
し
て
い
る
。

『
内
部
生
命
論
』
に
よ
れ
ば
、
イ
ソ
ス
ビ
レ
ー
シ
ョ
ソ
と
は
△
干
宙
の
略
画

即
ち
碑
な
る
も
の
よ
り
し
て
、
人
間
の
精
神
即
ち
内
部
の
生
命
な
る
も
の
に
封

す
る
一
種
の
感
應
＞
で
あ
り
さ
ら
に
＜
人
間
の
内
部
の
生
命
を
再
造
す
る
者
＞

＜
人
間
の
内
部
の
経
蛤
と
内
部
の
自
覚
と
を
再
造
す
る
老
＞
で
あ
る
。
そ
の

＜
再
造
せ
ら
れ
た
る
生
命
の
限
＞
を
も
っ
て
す
れ
ば
＜
人
間
の
内
部
の
生
命
＞

を
直
税
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
『
日
本
文
学
史
骨
』
で

＜
快
柴
と
賢
用
と
は
、
共
的
、
其
結
果
、
其
効
用
に
過
ぎ
ず
し
て
、
他
に
詩
の

本
能
あ
る
事
は
疑
ふ
可
か
ら
ざ
る
事
賢
＞
と
言
及
さ
れ
た
詩
の
本
能
で
あ
り

＜
状
態
を
観
察
す
る
に
先
ち
て
、
赤
裸
々
の
精
神
を
硯
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
認
識

せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
然
か
る
後
に
そ
の
精
神
の
活
動
を
観
察
せ
ざ
る
可
か
ら

ず
＞
と
論
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
現
象
に
と
ら
わ
れ
ず
に
本
質
を
見
極
め
よ

ぅ
と
す
る
志
向
が
透
谷
に
あ
り
、
そ
の
本
質
直
観
の
方
法
に
透
谷
の
独
自
性
が

あ
る
。た

と
え
ば
『
他
界
に
対
す
る
観
念
』
　
（
一
八
九
二
年
）
ほ
っ
ぎ
の
よ
う
に
書

き
出
さ
れ
て
い
る
。

悲
劇
必
ら
ず
L
も
悲
を
以
て
旨
と
せ
ず
、
厭
世
必
ら
ず
L
も
厭
を
以
て

超
と
せ
ず
、
別
に
一
種
の
抜
く
可
か
ら
ざ
る
他
界
に
封
す
る
自
然
の
親
念

の
存
す
る
も
の
あ
り
、
こ
の
軌
念
は
以
て
悲
劇
を
人
心
の
楕
世
界
に
憩
へ

し
め
、
厭
世
を
廿
回
遠
な
る
思
想
家
に
迎
へ
し
む
、
人
間
あ
り
て
よ
り
こ
の

観
念
な
き
は
あ
ら
ず
、
或
は
遠
く
或
は
近
く
、
大
な
る
も
の
あ
り
、
小
な

る
も
の
あ
り
、
宗
教
こ
の
観
念
の
上
に
立
ち
、
詩
想
こ
の
親
念
の
糧
に
活

く
0

＜
他
界
に
封
す
る
自
然
の
鋤
念
＞
に
よ
っ
て
＜
悲
劇
を
人
心
の
楕
世
界
に
惣
へ

し
め
、
厭
世
を
一
日
回
遠
な
る
思
想
家
に
迎
＞
え
さ
せ
る
。
こ
こ
で
は
、
悲
劇
的
恋

愛
を
抱
き
つ
づ
け
て
い
た
人
情
小
説
や
啓
蒙
家
が
支
持
し
て
い
た
政
治
小
説
な

ど
を
の
り
こ
え
る
文
学
の
普
遍
的
価
値
を
＜
他
界
に
対
す
る
自
然
の
凱
念
＞
に

ょ
っ
て
接
待
し
よ
う
と
い
う
試
み
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
＜
悲
劇
必
ら
ず
L
も
悲
を
以
て
旨
と
せ
ず
、
厭
世
必

ら
ず
L
も
厭
を
以
て
趣
と
せ
ず
＞
と
い
う
部
分
で
あ
る
。
透
谷
に
よ
れ
ば
、
悲

劇
や
厭
世
を
措
い
た
小
説
は
、
本
来
、
世
を
嘆
き
悲
し
み
そ
れ
を
厭
う
こ
と
を

趣
旨
と
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
。
A
は
非
A
で
あ
る
と
い
う
論
理
的
反
転

に
よ
っ
て
、
A
が
A
た
る
そ
も
そ
も
の
所
以
を
問
う
と
い
う
透
谷
の
本
質
直
観

の
方
法
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
方
法
は
『
厭
世
詩
家
と
女
性
』
　
（
一
八
九
二
年
）
で
典
型
的
に

あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
女
性
は
＜
厭
世
詩
家
の
前
に
優
美
高
妙
を
代
表
す
る
と
同

時
に
、
醜
職
な
る
俗
界
の
通
桝
と
な
り
て
其
嘲
罵
す
る
所
と
な
り
、
其
冷
遇
す

る
所
＞
と
さ
れ
て
い
る
。
女
性
は
ま
っ
た
く
対
立
す
る
二
面
を
同
時
に
具
有
す

る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
重
要
な
点
は
、
女
性
の
そ
の
二
面
性
が
「
恋
愛
」
と

「
姻
戚
」
と
の
違
い
に
よ
っ
て
生
じ
る
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
＜
恋
愛
に
よ

り
人
は
理
想
の
嬰
合
を
得
、
姻
戚
に
よ
り
想
界
よ
り
賓
界
に
輪
せ
ら
れ
、
死
に
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よ
り
て
賓
界
と
物
質
界
と
を
脆
離
す
＞
と
し
「
姻
戚
」
と
い
う
社
会
制
度
自
体

を
枚
本
的
に
疑
う
視
点
を
狂
持
し
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
視
点
は
ほ
か
の
作
品
で
も
み
ら
れ
る
。
『
鬼
心
非
鬼
心
』
　
（
一

八
九
二
年
）
で
は
、
子
を
殺
し
た
母
親
を
＜
狂
に
し
て
狂
な
ら
ず
、
狂
な
ら
ず

し
て
猶
は
狂
な
り
、
あ
わ
れ
や
子
を
思
ふ
親
の
情
の
、
狂
乱
の
中
に
隠
在
す
れ

ば
な
る
ら
む
。
そ
の
狂
乱
の
原
は
い
か
に
。
渠
が
出
で
が
け
に
日
ひ
し
一
言
、

深
く
社
会
の
罪
を
刻
め
り
＞
と
論
じ
た
。
母
親
の
狂
気
を
反
窮
し
て
と
ら
え
な

お
し
、
そ
の
究
極
の
原
因
が
社
会
制
度
に
あ
る
と
見
極
め
た
視
点
こ
そ
当
時
の

人
情
小
説
が
も
ち
得
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
透
谷
は
そ
の
点
を
と
ら
え
て
、

状
況
認
識
の
甘
い
人
情
小
説
家
た
ち
に
た
い
し
て
＜
普
代
の
文
撃
は
有
望
得
意

な
る
散
策
者
の
畠
に
羞
は
れ
つ
ゝ
あ
る
な
り
、
余
、
公
等
に
歓
聖
者
の
既
を
奉

り
し
＞
（
『
当
世
文
学
の
潮
模
様
』
一
八
九
〇
年
）
と
痛
罵
を
浴
び
せ
て
い
る
。

そ
も
そ
も
人
情
小
説
は
現
実
社
会
を
根
本
的
に
批
判
す
る
よ
う
な
眼
を
も
た

な
か
っ
た
ゆ
え
に
、
み
ず
か
ら
の
物
語
性
の
根
拠
、
つ
ま
り
、
な
ぜ
そ
の
よ
う

な
物
語
が
書
か
れ
る
の
か
、
な
ぜ
そ
の
物
語
が
読
者
の
支
持
を
得
る
こ
と
が
で

き
る
の
か
を
問
う
よ
う
な
自
己
言
及
の
契
機
を
も
た
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、

人
情
小
説
に
お
い
て
は
、
社
会
的
問
昭
か
悲
劇
の
物
語
の
単
な
る
脚
色
と
し

て
し
か
と
ら
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
尾
崎
紅
葉
の
三
人
比
丘
尼
色
憬

腔
　
（
一
八
八
九
年
）
に
た
い
し
て
石
橋
忍
月
が
＜
山
人
詣
ふ
、
以
来
は
脚
色

の
焉
の
み
に
人
物
を
伊
用
せ
ず
し
て
人
物
の
角
に
人
物
を
併
用
せ
よ
＞
（
『
新

著
百
種
の
「
色
憬
悔
」
』
一
八
八
九
年
）
と
指
摘
し
た
事
態
が
ま
さ
に
そ
れ
で
あ

る
。さ

ら
に
こ
こ
に
、
さ
き
に
み
た
『
小
説
神
駈
』
の
矛
盾
の
理
由
も
ひ
そ
ん
で

い
る
の
で
は
な
い
か
。
安
易
に
社
会
進
化
論
を
前
提
と
し
て
い
た
『
小
説
神

臣
に
は
、
現
実
の
社
会
認
識
が
棍
水
的
に
欠
如
し
て
い
る
た
め
に
、
没
理
想

の
手
法
で
描
き
出
し
た
「
人
情
」
が
な
ぜ
美
と
い
え
る
の
か
が
不
明
で
あ
る

し
、
付
随
し
て
い
た
啓
蒙
主
義
的
目
的
も
達
成
不
可
能
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

他
方
、
政
治
小
説
も
、
透
谷
の
視
点
を
欠
落
さ
せ
て
い
る
。
ノ
ベ
ル
に
接
近

（4）

し
て
人
情
小
説
化
し
た
政
治
小
説
、
た
と
え
ば
『
雪
中
匝
　
（
末
広
鉄
腸
、
一

八
八
六
年
）
に
お
い
て
も
同
じ
こ
と
が
い
え
る
。
徳
富
蘇
峰
が
そ
の
登
場
人
物

を
＜
純
然
た
る
政
治
世
界
の
「
丹
次
郎
」
な
り
＞
（
『
近
来
流
行
の
政
治
小
説
を

評
す
』
一
八
八
七
年
）
と
批
判
し
た
よ
う
に
社
会
的
問
題
は
物
語
の
単
な
る
趣

向
で
あ
り
、
登
場
人
物
は
そ
の
境
遇
の
も
と
で
＜
万
事
万
端
抜
目
な
く
、
眞
に

浮
世
を
渡
る
利
口
者
＞
で
し
か
な
い
。
そ
こ
に
は
、
は
じ
め
か
ら
人
間
と
社
会

と
を
冷
静
に
見
つ
め
る
眼
な
ど
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
人
情
小

説
化
し
た
政
治
小
説
に
た
い
す
る
反
動
と
し
て
書
か
れ
た
詔
汗
城
物
臣
も
内

田
魯
庵
が
＜
幼
稚
な
る
物
語
を
以
て
錐
を
争
ほ
ん
と
欲
す
る
＞
も
の
で
＜
小
説

の
資
格
な
き
も
の
＞
（
『
「
浮
城
物
語
」
を
読
む
』
一
八
九
〇
年
）
と
痛
罵
し
た

よ
う
に
、
そ
れ
も
ま
た
、
透
谷
の
＜
狂
に
し
て
狂
な
ら
ず
、
狂
な
ら
ず
し
て
猶

は
狂
な
り
＞
と
い
う
深
み
の
あ
る
人
間
難
解
に
は
行
き
着
か
な
い
の
で
あ
る
。

そ
し
て
さ
ら
に
、
そ
の
物
語
の
皮
相
性
は
快
楽
主
義
的
実
用
に
溝
足
し
て
い
た

政
治
小
説
が
疏
終
的
に
現
実
社
会
の
異
な
る
批
判
書
に
な
り
え
な
か
っ
た
原
因

で
も
あ
る
。
透
谷
も
ま
た
そ
の
点
を
と
ら
え
て
＜
誰
か
時
代
を
慮
る
の
小
説
詩

人
は
無
や
、
清
々
た
る
文
理
家
中
、
何
ぞ
一
滴
の
涙
を
只
に
国
家
の
鶉
に
流
す

者
な
き
や
＞
（
『
当
世
文
学
の
湖
摸
様
』
）
と
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
後
、
透
谷
の
認
識
は
さ
ら
に
深
化
さ
れ
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
を
理
解
す

る
ま
で
に
至
っ
て
い
る
。
内
田
魯
晦
の
翻
訳
の
『
罪
と
罰
』
　
（
一
八
九
三
年
）

に
つ
い
て
＜
最
陪
累
の
社
命
に
い
か
に
お
そ
ろ
し
き
魔
力
の
潜
む
あ
り
て
、
草

間
は
あ
り
分
別
あ
る
脳
髄
の
中
に
、
壁
間
な
く
分
別
な
き
も
の
す
ら
企
つ
る
こ

と
を
臨
躇
ふ
べ
き
ほ
ど
の
悪
事
を
た
く
ら
ま
し
め
た
る
か
を
現
は
す
は
、
蓋
し
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こ
の
書
の
主
眼
な
り
＞
（
『
「
罪
と
罰
」
の
殺
人
罪
』
一
八
九
三
年
）
と
述
べ
て

い
る
。
こ
こ
で
透
谷
は
社
会
の
現
実
に
た
い
す
る
厳
し
い
認
識
を
、
そ
し
て
そ

れ
に
も
と
づ
い
て
措
か
れ
る
べ
き
文
学
の
可
能
性
を
も
提
示
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
こ
で
主
張
さ
れ
る
の
が
詩
人
の
可
能
性
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
透
谷
の
詩

人
は
イ
ソ
ス
ビ
レ
ー
シ
ョ
ソ
に
よ
っ
て
人
間
存
在
の
木
質
で
あ
る
＜
ヒ
ユ
ー
て

こ
チ
ー
（
人
性
、
人
情
）
＞
を
照
射
す
る
可
能
性
を
も
ち
、
そ
し
て
そ
れ
は
＜
究

克
す
る
に
善
悪
正
邪
の
院
別
は
人
間
の
内
部
の
生
命
を
離
れ
て
立
つ
こ
と
能
は

ず
、
内
部
の
生
命
を
語
る
よ
り
外
に
、
出
づ
る
こ
と
能
は
ざ
る
＞
状
況
を
詩
に

よ
っ
て
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
透
谷
の
そ
の

認
識
は
＜
近
代
社
会
の
成
熟
に
つ
れ
て
個
性
と
日
放
と
に
目
ざ
め
た
先
駆
的
な

文
学
者
た
ち
が
、
既
成
の
社
会
秩
序
や
道
徳
的
な
規
範
か
ら
の
自
由
を
わ
が

い
、
個
人
の
絶
対
化
と
内
面
的
真
実
の
無
条
件
的
な
尊
重
を
求
め
る
と
こ
ろ
に

（5）

成
立
し
た
＞
浪
漫
主
義
文
学
の
基
調
と
同
じ
く
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三

イ
ソ
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
考
え
る
際
、
透
谷
が
応
死
す
る
年
に
民
友
社
か
ら

『
エ
マ
ル
ソ
ソ
』
　
（
一
八
九
四
年
）
と
い
う
研
究
書
を
刊
行
し
た
こ
と
か
ら
も

推
測
で
き
る
よ
う
に
、
多
大
な
影
響
を
最
後
ま
で
彼
に
及
ぼ
し
た
ユ
て
ソ
ソ
の

イ
ソ
ス
ビ
レ
ー
シ
ョ
ソ
を
ふ
り
か
え
っ
て
み
る
必
要
が
あ
る
。

エ
マ
ソ
ソ
の
『
霊
感
』
　
（
．
－
I
n
s
p
i
r
a
t
i
O
n
。
i
n
 
L
e
t
t
e
r
s
 
a
n
d
 
S
O
C
i
a
【

A
i
m
s
－
笥
∽
）
で
は
、
イ
ソ
ス
ビ
レ
ー
シ
ョ
ソ
に
つ
い
て
の
定
義
が
あ
る
。

詩
人
が
見
る
自
然
現
象
は
、
必
ず
彼
の
精
神
の
経
験
の
う
ち
に
、
こ
れ

と
対
応
し
た
事
実
の
あ
る
こ
と
を
、
表
わ
し
て
い
る
。
詩
人
は
、
自
然
の

事
実
を
精
神
の
事
実
に
変
え
る
変
形
を
お
こ
な
い
、
こ
れ
を
完
成
す
る
力

を
自
覚
す
る
。
わ
れ
わ
れ
が
、
は
じ
め
て
開
く
も
の
は
、
す
べ
て
、
精
神

が
予
期
し
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
最
新
の
発
見
は
、
す
で
に
予
期
さ
れ
て

い
た
の
だ
。
精
神
の
こ
の
拡
大
さ
れ
た
力
を
、
わ
れ
わ
れ
は
「
霊
感
」
と

い
う
。
偉
大
な
も
の
、
永
続
的
な
も
の
は
、
す
べ
て
、
霊
感
に
よ
ら
な
け

れ
ば
、
密
か
な
前
兆
に
頼
ら
な
け
れ
ば
、
な
さ
れ
な
い
の
だ
と
思
う
。
人

間
の
洞
察
と
力
と
は
、
中
断
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
時
折
り
し
か
与
え
ら

れ
な
い
も
の
で
あ
る
。

エ
て
ソ
ソ
の
イ
ン
ス
ビ
レ
ー
シ
ョ
ソ
概
念
と
透
谷
の
そ
れ
と
は
微
妙
に
異
な
っ

て
い
る
。
ユ
マ
ソ
ソ
に
お
い
て
は
、
自
然
と
精
神
は
完
全
に
調
和
関
係
に
あ

る
。
そ
れ
は
エ
マ
ソ
ソ
の
思
想
全
体
の
根
底
部
分
を
な
す
重
要
な
も
の
で
あ
る

が
＜
自
然
の
す
べ
て
の
事
実
は
、
あ
る
精
神
的
な
事
実
の
象
徴
で
あ
る
。
自
然

の
あ
ら
ゆ
る
外
貌
は
、
精
神
の
状
態
に
対
応
し
て
い
る
＞
（
『
自
然
』
ま
N
a
t
u
r
e
。

－
巴
の
）
と
い
う
言
葉
に
そ
の
関
係
が
典
型
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。

他
方
、
透
谷
は
＜
自
然
わ
れ
を
欺
く
か
、
わ
れ
自
然
を
欺
く
か
＞
（
『
松
島
に

ネ
ー
チ
ユ
ア

於
て
芭
蕉
翁
を
読
む
』
一
八
九
二
年
）
＜
造
化
は
人
間
を
支
配
す
、
然
れ
ど
も

人
間
も
亦
た
造
化
を
支
配
す
、
人
間
の
中
に
存
す
る
自
由
の
精
神
は
造
化
に
黙

（6）

従
す
る
を
肯
ぜ
ざ
る
な
り
＞
（
『
内
部
生
命
論
』
）
と
き
わ
め
て
晦
渋
な
表
現
を
使

っ
て
自
然
と
人
間
と
の
関
係
を
表
現
し
て
お
り
、
そ
れ
は
エ
マ
ソ
ソ
の
よ
う
な

（7）

楽
観
的
調
和
で
は
な
い
。
そ
し
て
こ
の
、
自
然
と
精
神
と
の
関
係
の
と
ら
え
方

の
違
い
こ
そ
透
谷
と
エ
マ
ソ
ソ
の
文
学
観
の
相
違
に
つ
な
が
る
も
の
と
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
文
学
に
お
け
る
「
快
楽
」
と
「
実
用
」
と
の
問
題
も
エ
マ
ソ
ソ

の
立
場
で
は
容
易
に
解
決
さ
れ
て
し
ま
う
。

実
用
芸
術
に
お
い
て
は
、
こ
れ
が
実
用
に
役
立
つ
限
り
、
厳
密
に
、

「
自
然
」
の
法
則
に
従
い
、
「
自
然
」
の
一
種
の
延
長
と
な
り
、
決
し
て

矛
盾
と
な
っ
て
は
な
ら
な
い
の
だ
が
、
美
を
目
的
と
す
る
純
粋
芸
術
に
お
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い
て
も
、
す
べ
て
の
部
分
が
、
「
理
想
的
自
然
」
に
従
う
も
の
と
さ
れ
、

個
別
的
な
も
の
は
す
べ
て
取
除
か
れ
て
、
普
遍
的
魂
の
所
産
と
さ
れ
な
く

て
は
な
ら
な
い
。（

『
芸
術
』
一
．
A
r
t
．
二
m
 
S
O
C
i
e
t
y
a
n
d
S
O
≡
u
d
e
－
∞
苫
）

す
べ
て
の
芸
術
は
自
然
の
法
則
に
し
た
が
う
、
こ
の
よ
う
な
発
想
は
＜
自
然
の

最
も
高
安
な
任
務
は
神
の
顕
現
と
し
て
在
る
こ
と
だ
＞
（
『
自
然
』
）
と
い
う
自

然
へ
の
絶
対
的
な
信
仰
と
、
自
然
と
精
神
と
の
調
和
的
連
関
へ
の
信
頼
が
存
在

し
て
は
じ
め
て
う
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
。
自
然
の
あ
ら
ゆ
る
部
分
は
有
機
的
に

神
と
つ
な
が
り
、
役
立
た
な
い
も
の
な
ど
何
一
つ
な
い
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う

に
、
自
然
の
象
徴
で
あ
る
精
神
が
う
み
だ
す
芸
術
に
も
実
用
性
の
な
い
も
の
な

ど
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
＜
美
は
実
用
芸
術
に
も
ど
っ
て
来
な
く
て
は
な

ら
な
い
。
そ
し
て
純
粋
芸
術
と
実
用
芸
術
の
区
別
は
、
忘
れ
ら
れ
な
く
て
は
な

ら
な
い
＞
（
『
芸
術
』
）
と
い
う
芸
術
論
が
導
き
だ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

ユ
マ
ソ
ソ
の
場
合
、
私
有
財
産
の
保
護
を
重
視
す
る
が
ゆ
え
に
社
会
の
不
平

等
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
法
律
に
た
い
し
て
も
＜
凡
ゆ
る
法
律
を
通
し
て
輝
く

恵
み
深
い
必
然
に
、
我
々
は
無
限
の
信
頼
を
寄
せ
わ
は
な
ら
ぬ
＞
（
『
政
治
に
つ

い
て
』
．
．
P
O
≡
i
c
s
、
二
n
訂
s
a
y
s
‥
S
e
c
O
n
d
 
S
e
r
i
e
s
－
∽
〓
）
と
安
易
に
肯
定

す
る
傾
向
が
あ
る
。
そ
れ
は
人
間
と
自
然
と
が
平
等
に
神
を
め
ざ
し
て
調
和
的

（8）

な
世
界
を
築
く
と
い
う
エ
マ
ソ
ソ
の
思
想
の
楽
天
的
側
面
と
い
え
る
。
芸
術
の

実
用
性
も
ま
た
、
何
の
懐
疑
も
は
さ
ま
れ
る
こ
と
も
な
く
唱
え
ら
れ
た
の
で
あ

る
。エ

マ
ソ
ソ
の
こ
の
よ
う
な
傾
向
と
近
似
し
て
い
る
の
が
山
路
愛
山
で
あ
る
。

『
煩
某
を
諭
す
』
　
（
一
八
九
三
年
）
の
な
か
で
＜
文
章
即
ち
事
業
な
り
。
文
士

筆
を
揮
ふ
猶
英
雄
劇
を
揮
ふ
が
如
し
、
共
に
室
を
撃
つ
が
焉
め
に
非
ず
鵠
す
所

あ
る
が
馬
也
＞
と
書
き
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
彼
は
徹
底
し
た
功
利
主
義
的
文

学
観
を
も
つ
の
で
あ
る
。

そ
の
愛
山
の
文
学
論
の
な
か
で
彼
の
主
張
を
よ
く
表
現
し
、
さ
ら
に
透
谷
の

文
学
観
と
の
比
校
を
す
る
う
え
で
多
く
の
も
の
を
示
唆
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の

が
、
彼
の
松
尾
芭
燕
に
た
い
す
る
評
価
で
あ
る
。
愛
山
の
芭
茶
論
は
『
平
民
的

短
歌
の
発
達
』
　
（
一
八
九
二
年
）
に
お
い
て
な
さ
れ
て
い
る
。
愛
山
は
＜
登
句

は
餌
日
本
の
相
應
す
る
平
民
の
詩
な
り
き
＞
と
発
句
の
意
義
を
限
定
つ
き
で
は

あ
る
が
積
極
的
に
認
め
よ
う
と
す
る
基
本
的
な
考
え
に
た
っ
て
い
る
。
そ
の
う

え
で
愛
山
は
芭
茶
を
称
賛
し
て
い
る
の
だ
が
、
と
り
わ
け
、
風
俗
を
教
化
し
た

点
に
お
い
て
評
価
が
高
い
。

吾
人
が
殊
に
驚
異
す
る
の
は
彼
が
手
く
詩
人
の
意
妹
を
解
し
た
る
こ
と

な
り
。
彼
は
常
に
大
隠
は
市
に
在
り
と
稲
し
た
り
き
。
此
一
語
こ
そ
賃
に

護
句
の
詩
人
が
或
る
瓢
に
於
て
和
歌
の
詩
人
、
若
く
は
漢
詩
の
詩
人
に
勝

れ
る
風
俗
の
源
泉
を
鳥
す
所
以
を
解
す
べ
き
も
の
な
り
。
何
と
な
れ
ば
若

し
詩
を
以
て
風
俗
教
化
の
源
と
な
さ
ん
と
せ
ば
、
詩
人
は
須
ら
く
都
合
に

住
む
べ
き
等
な
れ
ば
な
り
。

こ
こ
に
愛
山
の
文
学
観
が
い
か
ん
な
く
発
揮
さ
れ
て
い
る
。
「
実
用
」
の
た
め

の
文
学
で
あ
る
。
そ
れ
に
比
し
て
、
透
谷
も
ま
た
芭
茶
を
高
く
評
価
し
て
い
る

の
だ
が
、
そ
の
観
点
は
ま
っ
た
く
反
対
の
も
の
で
あ
る
。
『
人
生
に
相
捗
る
と

は
何
の
謂
ぞ
』
で
は
、
芭
薫
の
「
明
月
や
池
を
め
ぐ
り
て
よ
も
す
が
ら
」
と
い

う
句
を
引
い
て
論
じ
て
い
る
が
、
芭
茶
が
そ
の
句
を
詠
じ
る
際
に
＜
賓
を
忘
れ

た
る
な
り
、
彼
は
人
間
を
離
れ
た
る
な
り
、
彼
は
肉
を
脱
し
た
る
な
り
。
栗
を

忘
れ
、
肉
を
配
し
、
人
間
を
離
れ
て
、
何
虞
に
か
去
れ
る
。
社
訳
の
行
街
は
、
問

ふ
こ
と
を
止
め
よ
、
天
泥
高
く
飛
び
去
り
て
、
絹
射
的
の
物
、
即
ち
H
d
e
a
に

ま
で
達
し
た
る
な
り
＞
と
い
う
現
象
が
お
こ
っ
た
と
す
る
の
で
あ
る
。
透
谷
の

こ
の
作
品
は
愛
山
と
の
人
生
相
渉
論
争
の
な
か
で
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
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愛
山
の
「
文
学
1
－
実
用
」
に
た
い
す
る
ア
ソ
チ
・
テ
ー
ゼ
と
し
て
、
彼
は
＜
室

の
室
な
る
事
業
＞
を
な
す
も
の
と
し
て
の
文
学
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
．
透
谷
は
「
実
用
」
の
た
め
の
文
学
を
否
定
す
る
の
だ
が
、
そ

の
理
由
の
ひ
と
つ
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
ほ
、
さ
き
に
み
た
エ
マ
ソ
ソ
と
は
違

っ
て
、
自
然
と
精
神
と
の
安
易
な
調
和
が
信
じ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ

う
。
透
谷
は
自
然
と
精
神
と
が
融
合
し
た
場
所
で
営
ま
れ
る
人
間
社
会
の
所
与

性
を
信
じ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
に
は
＜
君
知

ら
ず
や
人
は
魚
の
如
し
、
陪
き
に
棲
み
陪
き
に
迷
ふ
て
寒
む
く
食
少
な
く
世
を

送
る
老
な
り
＞
（
『
時
勢
に
感
あ
り
』
一
八
九
〇
年
）
と
い
う
現
実
認
識
が
あ
っ

た
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
透
谷
は
他
方
で
＜
海
も
陸
も
、
山
も
水
も
、
ひ
と
し
く
我
が
心
も
一

部
分
に
し
て
、
我
れ
も
亦
た
渠
も
一
部
分
な
り
。
渠
も
我
れ
も
何
物
か
の
一
部

分
を
こ
し
て
、
節
す
る
と
こ
ろ
即
ち
一
な
り
＞
（
『
万
物
の
声
と
詩
人
』
一
八
九
三

年
）
と
自
然
と
精
神
の
汎
神
論
的
調
和
を
描
い
て
い
る
作
品
も
あ
る
。
だ
が
、

そ
の
場
合
で
も
＜
宇
宙
の
存
在
は
徴
妙
な
る
階
級
の
上
に
立
て
り
。
一
瓢
之
を

俗
く
る
あ
れ
ば
必
ら
ず
そ
の
責
罰
と
し
て
の
不
調
和
あ
り
＞
と
い
う
永
久
不
変

の
完
全
調
和
を
所
与
の
も
の
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

透
谷
の
「
自
然
」
は
『
人
生
に
相
捗
る
と
は
何
の
謂
ぞ
』
で
い
う
＜
「
力
」
と

し
て
の
自
然
＞
が
＜
眼
に
見
え
ざ
る
、
他
の
言
葉
に
て
言
へ
ば
室
の
室
な
る
銃

創
を
以
て
、
時
々
刻
々
と
し
て
「
肉
」
と
し
て
の
人
間
に
迫
り
来
る
＞
性
質
を

も
つ
た
め
に
、
文
学
が
安
易
に
「
実
用
」
化
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
＜
美

妙
な
る
自
然
＞
が
＜
現
象
以
外
の
別
乾
坤
＞
と
い
う
詩
人
の
想
像
世
界
で
人
生

に
相
捗
ら
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
性
賓
を
も
つ
た
め
に
、
単
純
に
そ
れ
が

「
快
楽
」
化
さ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
透
谷
の
「
自
然
」
に
よ
っ
て
文
学
は
つ
い
に
「
快
楽
」
か
ら

も
「
実
用
」
か
ら
も
解
放
さ
れ
た
地
点
に
到
達
で
き
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま

た
当
時
の
文
学
状
況
の
一
切
を
客
観
的
に
見
渡
せ
る
地
点
で
も
あ
る
。
こ
の
地

点
に
立
っ
て
、
透
谷
は
多
く
の
文
学
評
論
を
書
い
た
。
た
と
え
ば
、
『
「
伽
羅

枕
」
及
び
「
新
薬
末
集
」
』
（
一
八
九
二
年
）
で
は
尾
崎
紅
葉
と
幸
田
露
伴
と
を

そ
れ
ぞ
れ
＜
客
靴
的
貸
欄
＞
＜
主
観
的
心
想
＞
を
主
眼
と
す
る
作
家
と
し
て
そ

の
小
説
手
法
を
対
比
的
に
論
評
し
た
。
『
「
池
地
獄
」
を
読
む
』
　
（
同
年
）
で
は

斉
藤
緑
雨
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
＜
航
く
想
像
を
精
へ
、
複
雉
な
る
祉
界
の

諸
現
象
を
映
雷
＞
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
こ
か
ら
一
歩
踏
み
込
ん
で
＜
現
正

界
が
抱
有
す
る
魔
毒
＞
を
諷
刺
す
る
文
明
批
評
と
し
て
の
文
学
の
可
能
性
を

彼
に
み
い
だ
し
て
い
る
。
ま
た
『
徳
川
氏
時
代
の
平
民
的
理
想
』
　
（
同
年
）
や

『
日
本
文
学
史
骨
』
で
は
江
戸
時
代
に
ま
で
論
を
拡
大
し
て
日
本
文
学
史
の
問

題
を
提
起
し
て
い
る
。
そ
の
一
連
の
作
晶
の
な
か
で
、
透
谷
の
最
大
の
主
張
と
　
一

し
て
、
文
学
が
真
に
目
的
に
す
べ
き
も
の
は
「
精
神
の
自
由
」
で
あ
る
と
結
論
　
6
1

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

唯
だ
語
者
の
記
憶
を
請
ん
と
す
る
こ
と
は
、
斯
く
の
如
く
㌍
達
し
来
り
た

る
平
民
的
思
想
は
、
人
間
の
精
神
が
自
由
を
追
求
す
る
一
表
象
に
し
て
、

其
の
節
着
す
る
虞
は
、
倫
理
と
言
は
ず
放
縦
と
言
は
ず
、
賓
用
と
言
は
ず

快
柴
と
言
は
ず
、
最
後
の
目
的
な
る
精
神
の
自
由
を
望
ん
で
馳
せ
出
で
た

る
最
始
の
思
想
の
自
由
に
し
て
、
蓬
に
思
想
昇
の
大
革
命
を
起
す
に
至
ら

ざ
れ
は
止
ま
ざ
る
な
り
。

（
『
日
本
文
学
史
骨
』
）

結

一
八
八
〇
～
九
〇
年
代
の
文
学
状
況
を
ふ
り
か
え
り
な
が
ら
、
透
谷
の
詩
人

論
を
検
討
し
た
。
当
時
の
論
争
や
ユ
マ
ソ
ソ
の
文
学
論
を
比
較
資
料
と
し
て
同



時
に
検
討
し
た
が
、
つ
ぎ
の
こ
と
が
結
論
で
き
る
。

第
一
に
、
透
谷
は
イ
ソ
ス
ビ
レ
ー
シ
ョ
ソ
概
念
に
よ
っ
て
、
リ
ア
リ
ズ
ム
の

一
方
法
を
得
、
そ
れ
に
よ
っ
て
同
時
代
の
文
学
を
批
判
し
、
新
し
い
文
学
の
可

能
性
を
提
示
し
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
彼
の
リ
ア
リ
ズ
ム
と
は
、
A
は
非
A

で
あ
る
と
い
う
論
理
的
反
転
に
よ
っ
て
生
ず
る
懐
疑
に
お
い
て
、
事
態
の
本
質

を
照
射
す
る
認
識
方
法
で
あ
る
。

だ
が
、
イ
ン
ス
ビ
レ
ー
シ
ョ
ソ
概
念
に
そ
の
方
法
の
根
拠
を
求
め
る
点
に
、

勝
本
清
一
郎
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
透
谷
文
学
の
理
解
不
可
能
な
神
秘
的
性

（9）

質
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
批
判
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
文
学
に
お
け
る

悪
と
実
と
が
模
索
さ
れ
て
い
た
一
連
の
想
実
論
争
の
な
か
で
、
透
谷
の
そ
の
方

法
が
、
現
実
を
相
対
化
し
て
と
ら
え
る
た
め
の
一
つ
の
概
念
装
置
と
し
て
機
能

し
た
こ
と
を
積
極
的
に
評
価
で
き
よ
う
。

第
二
に
、
透
谷
は
「
自
然
」
認
識
に
も
と
づ
い
て
、
文
学
を
「
快
楽
」
と
「
実

用
」
と
の
束
縛
か
ら
解
放
し
た
。
そ
こ
で
作
品
世
界
に
お
け
る
想
像
力
の
意
義

を
主
張
し
、
「
精
神
の
自
由
」
を
確
保
し
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
人
間
の
精

神
性
の
尊
重
と
そ
の
自
由
の
保
証
が
叫
ば
れ
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。
作
家
の
内

的
世
界
の
確
立
に
と
も
な
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
浪
漫
主
義
文
学
の
誕
生
で
あ
る
。

し
か
し
、
透
谷
が
＜
出
で
よ
詩
人
、
出
で
よ
良
に
国
民
大
な
る
思
想
家
。
外

来
の
勢
力
と
、
過
去
の
勢
力
と
は
、
今
日
に
於
て
既
に
多
き
に
過
ぐ
る
を
見
る

な
り
。
軟
く
と
こ
ろ
の
も
の
は
創
造
的
勢
力
＞
（
『
国
民
と
思
想
』
一
八
九
三

年
）
と
い
う
と
き
そ
こ
に
は
別
の
要
因
が
か
ら
ん
で
く
る
こ
と
に
な
り
、
あ
ら

た
め
て
詳
細
に
論
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

最
後
に
、
こ
の
よ
う
な
浪
漫
主
義
文
学
的
な
「
批
評
」
を
確
立
し
た
透
谷
の

文
学
か
ら
つ
ぎ
の
よ
う
な
こ
と
が
結
論
で
き
る
。
文
学
作
品
に
と
っ
て
、
批
評

さ
れ
る
基
準
は
そ
れ
が
何
を
私
的
に
し
て
書
か
れ
て
い
る
か
で
は
な
い
。
つ
ま

り
「
快
楽
」
　
「
実
用
」
論
議
で
は
作
品
の
質
を
評
価
し
得
な
い
の
で
あ
る
。
重

要
な
の
は
、
木
質
を
観
取
す
る
リ
ア
リ
ズ
ム
を
作
者
が
確
実
に
獲
得
し
て
い
る

か
、
ま
た
そ
れ
が
作
品
の
な
か
で
充
分
に
達
成
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
が
見
極

め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

注文
中
、
北
村
透
谷
、
坪
内
近
道
、
矢
野
龍
渓
、
石
橋
忍
月
、
徳
富
蘇
峰
、
山
路

愛
山
、
斉
藤
緑
雨
の
引
用
は
『
明
治
文
学
全
集
』
　
（
筑
摩
書
房
）
か
ら
、
ま
た

エ
マ
ソ
ソ
ほ
『
エ
マ
ソ
ソ
選
集
』
　
（
日
本
教
文
社
、
斉
藤
光
訳
）
か
ら
引
用
し

た
。

（
1
）
　
柳
田
泉
「
矢
野
龍
渓
の
『
浮
城
物
語
論
争
』
に
つ
い
て
」
（
『
政
治
小
説

研
究
』
下
、
一
九
三
九
年
、
春
秋
社
）

（
2
）
　
越
智
治
雄
「
『
浮
城
物
語
』
と
そ
の
周
囲
」
（
『
矢
野
龍
渓
集
』
【
『
明
治
文

学
全
集
』
一
五
】
一
九
七
〇
年
、
筑
摩
書
房
）

（
3
）
　
笹
淵
友
一
『
「
文
学
界
」
と
そ
の
時
代
』
上
、
第
一
章
北
村
透
谷
、
第
七

節
文
学
観
－
透
谷
の
思
想
　
そ
の
五
－
（
一
九
五
九
年
、
明
治
書
院
）

（
4
）
　
尾
崎
行
雄
は
『
雪
中
梅
』
下
篇
序
文
（
一
八
八
六
年
）
で
、
『
雪
中
梅
』

が
人
情
を
基
本
と
し
て
＜
一
言
一
行
悉
く
根
底
を
世
間
貿
在
の
事
態
に

占
め
＞
る
ノ
ベ
ル
の
範
疇
に
入
る
作
品
で
＜
政
治
小
説
中
の
最
も
時
事

に
通
切
な
る
者
＞
と
し
た
。

（
5
）
　
猪
野
謙
二
『
明
治
の
作
家
』
　
（
一
九
六
六
年
、
岩
波
書
店
）

（
6
）
　
こ
こ
で
透
谷
は
「
造
化
」
に
＜
ネ
ー
チ
ユ
ア
＞
と
ル
ビ
を
振
っ
て
い
る

こ
と
か
ら
も
、
そ
れ
は
ユ
マ
ソ
ソ
の
「
自
然
」
（
Z
a
t
u
r
e
）
と
同
じ
も

の
を
指
し
て
い
る
と
い
え
る
。

（
7
）
　
北
川
透
『
北
村
透
谷
試
論
皿
　
内
部
生
命
の
砦
』
　
（
一
九
七
六
、
冬
樹

社
）
　
「
内
部
生
命
の
構
造
」
（
四
）
「
＜
力
＞
と
し
て
の
自
然
」
で
は
つ
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．
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

＜
内
部
生
命
＞
の
概
念
は
、
こ
の
人
問
の
自
然
性
、
A
「
力
」
と
し

て
の
自
然
V
と
い
う
概
念
と
き
び
し
い
桔
抗
に
お
い
て
構
築
さ
れ

ざ
る
を
え
な
い
。

（
8
）
　
琶
淵
友
一
、
前
掲
書
、
第
二
埠
「
北
村
透
谷
」
第
三
節
で
は
＜
エ
マ
ー

ス
ソ
の
「
歴
史
観
」
に
お
い
て
は
人
間
精
神
は
歴
史
に
対
し
て
そ
の
演

繹
的
能
力
を
い
さ
さ
か
の
凝
滞
も
な
く
実
現
し
て
ゆ
く
。
し
か
し
透
谷

に
お
い
て
は
至
粋
は
タ
イ
ム
の
た
め
に
控
挿
さ
れ
、
そ
の
た
め
に
社
会

は
「
ヂ
ス
コ
ソ
テ
ソ
シ
ョ
ソ
」
が
生
ま
れ
る
。
こ
こ
に
透
谷
に
お
け
る

二
元
論
の
深
さ
が
あ
る
＞
と
述
べ
て
い
る
。

（
9
）
　
勝
本
清
一
郎
「
近
代
の
挫
折
」
（
『
近
代
文
学
ノ
ー
ト
』
二
、
一
九
七
九

年
、
み
す
ず
書
房
）
勝
本
氏
は
さ
ら
に
＜
日
本
に
お
け
る
近
代
の
挫
折

の
精
神
的
基
盤
の
構
造
が
、
透
谷
の
場
合
に
最
も
純
粋
に
は
っ
き
り
見

ら
れ
る
＞
と
し
て
い
る
。

（
付
記
）
本
稿
は
、
平
成
三
年
度
広
島
大
学
国
語
国
文
学
会
秋
季
研
究
集
会
に

お
い
て
口
頭
発
表
し
た
も
の
に
加
筆
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
席
上
、
貴
重
な

御
助
言
を
賜
り
ま
し
た
諸
先
生
方
、
さ
ら
に
後
日
、
懇
切
な
御
教
示
を
賜
り
ま

し
た
槙
林
況
二
先
生
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
論
を
な
す
に
あ
た
っ
て
終

始
、
相
原
和
邦
先
生
よ
り
暖
か
い
御
指
導
を
賜
り
ま
し
た
。
心
よ
り
感
謝
申
し

上
げ
ま
す
。

－
本
学
大
学
院
博
士
課
程
在
学
－

彙

　

報

◎
平
成
三
年
度
　
広
島
大
学
国
語
国
文
学
全
容
季
研
究
集
会

と
　
き
／
平
成
三
年
六
月
二
十
三
日

と
こ
ろ
／
広
島
大
学
文
学
部
大
講
義
室

発
表
題
目
及
び
発
表
者

。
和
化
漢
文
に
お
け
る
「
喧
嘩
」
の
意
味
用
法
に
つ
い
て

。
三
重
県
浮
市
図
書
館
橋
本
文
鍾
蔵
の
角
筆
文
献
に
つ
い
て

。
畳
字
「
々
」
の
成
立
に
つ
い
て

。
小
川
国
夫
「
ア
ポ
ロ
ソ
の
島
」
の
世
界

－
　
表
現
方
法
に
注
目
し
て
1

。
『
和
泉
式
部
日
記
』
の
成
立
に
関
す
る
試
論

－
　
そ
の
執
筆
契
機
と
赤
染
衛
門
の
関
与
に
つ
い
て
－
1
－

。
首
書
源
氏
物
語
と
品
定
め
十
八
段
区
分

。
『
土
御
門
院
御
集
』
の
伝
本
と
成
立
に
つ
い
て

西
村
　
浩
子

山
本
　
真
吾

菓
辻
　
保
和

大
原
　
　
剛

妹
尾
　
好
信

斉
木
　
春
孝

山
崎
　
桂
子
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◎
平
成
三
年
度
　
広
島
大
学
国
語
国
文
学
会
秋
季
研
究
集
会

と
　
き
／
平
成
三
年
十
一
月
十
六
日
・
十
七
日

と
こ
ろ
／
広
島
大
学
文
学
部
大
講
義
室

十
六
日
（
土
）
　
発
表
題
目
及
び
発
表
者

。
堤
中
納
言
物
語
『
は
な
だ
の
女
御
』
の
執
筆
意
図
－
－
－
キ
デ
ル

探
求
及
び
草
花
に
よ
る
比
喩
の
検
討
を
通
し
て
1
　
　
　
米
田
　
新
子

。
絵
巻
系
「
子
敦
盛
」
の
成
立

－
　
伝
本
の
「
か
た
ち
」
に
注
目
し
て
　
－
　
　
　
　
　
　
　
辻
野
　
正
人

。
『
お
く
の
は
そ
道
』
の
構
成
と
登
場
人
物
の
造
型
　
　
　
　
松
井
　
忍

tosho-seibi-repo
長方形




