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の
未
練
を
断
ち
切
っ
た
。
明
日
か
ら
は
、
心
機
一
転
、
最
高
権
力
者
と
し

て
、
ふ
た
た
び
地
上
界
に
君
臨
す
る
こ
と
だ
ろ
う
。

け
れ
ど
も
、
か
ぐ
や
姫
を
失
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
権
力
の
限
界
と
愛
の

無
常
を
思
い
知
ら
さ
れ
た
今
、
帝
は
も
と
の
帝
で
は
な
い
。
人
の
道
に
お

い
て
も
最
高
の
経
験
を
生
か
し
て
、
よ
り
す
ぐ
れ
た
帝
王
の
道
を
生
き
る

に
ち
が
い
な
い
。
…
〈
中
略
〉
…
ち
な
み
に
、
帝
が
不
死
の
薬
を
焼
き
捨

て
さ
せ
る
あ
た
り
は
、
い
か
に
も
日
本
人
的
な
い
さ
ぎ
よ
さ
を
感
じ
さ
せ

る
。
古
代
中
国
の
帝
王
が
、
不
老
不
死
の
薬
を
求
め
て
、
探
検
隊
を
派
遣

し
た
の
と
は
大
違
い
だ
。（
武
田
友
宏
氏2001

）

（
注
１
）

「
い
か
に
も
日
本
人
的
」と
ま
で
言
わ
れ
る
と
、や
や
首
を
か
し
げ
て
し
ま
う
。

け
れ
ど
も
、
こ
の
本
の
読
者
で
あ
る
ビ
ギ
ナ
ー
は
、
な
る
ほ
ど
、
と
納
得
す
る

か
も
し
れ
な
い
。
古
典
は
、
長
い
歳
月
に
わ
た
る
読
み
の
積
み
重
ね
が
想
定
さ

れ
る
。
解
釈
は
時
代
に
よ
っ
て
揺
れ
が
生
じ
る
こ
と
も
あ
る
。
原
文
で
読
む
必

要
が
あ
る
か
と
問
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
昨
今
だ
か
ら
こ
そ
、
古
典
を
読
む
意
義

は
じ
め
に

『
竹
取
物
語
』
は
、
学
校
教
育
に
お
い
て
、
古
典
文
学
の
定
番
教
材
で
あ
る
。

小
・
中
・
高
い
ず
れ
の
校
種
の
教
科
書
に
も
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
小
学
校
教
科

書
で
は
、
は
じ
め
て
古
典
に
出
会
う
に
際
し
「「
か
ぐ
や
姫
」
の
お
話
と
し
て

知
ら
れ
て
い
る
」
こ
と
か
ら
、
こ
と
さ
ら
親
し
み
を
持
て
る
作
品
と
位
置
付
け

て
い
る
よ
う
だ
。『
竹
取
物
語
』
は
、
初
期
物
語
特
有
の
伝
奇
性
と
、
人
間
存

在
の
本
質
を
語
る
文
学
性
の
両
方
の
魅
力
を
語
る
の
に
も
適
し
た
教
材
と
言
っ

て
よ
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
そ
の
読
み
に
、
現
代
的
な
解
釈
が

さ
も
当
然
の
顔
を
し
て
混
じ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
か
。『
竹
取
物
語
』
の
最

末
部
、
帝
が
富
士
山
頂
に
て
文
を
焼
く
場
面
を
例
に
、
考
え
て
み
た
い
。

き
っ
か
け
は
、
角
川
文
庫
の
『
ビ
ギ
ナ
ー
ズ
ク
ラ
シ
ッ
ク
ス
日
本
の
古
典  

竹
取
物
語
（
全
）』
の
解
説
で
あ
る
。
傍
線
は
引
用
者
が
付
し
た
も
の
で
あ
る
。

さ
て
、
帝
は
、
不
死
の
薬
と
手
紙
を
焼
き
捨
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
姫
へ

安

　

道

　

百

合

子

︱ 

教
室
で
読
む
〈
伝
統
的
な
言
語
文
化
〉
の
あ
や
う
さ 

︱

『
竹
取
物
語
』
帝
が
文
を
焼
く
行
為
の
意
味
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調つ
き
の
い
は
が
さ

石
笠
と
い
ふ
人
を
召
し
て
、
駿
河
の
国
に
あ
な
る
山
の
頂
に
持
て
つ
く

べ
き
由
、
仰
せ
給
ふ
。
嶺
に
て
す
べ
き
や
う
教
へ
さ
せ
給
ふ
。
Ｂ
御
文
、

不
死
の
薬
の
壺
並
べ
て
、
火
を
つ
け
て
燃
や
す
べ
き
由
、
仰
せ
給
ふ
。
そ

の
由
承
り
て
、
士
つ
は
も
のど

も
あ
ま
た
具
し
て
山
へ
登
り
け
る
よ
り
な
む
、
そ
の

山
を
「
富
士
の
山
」
と
は
名
づ
け
け
る
。
そ
の
煙
け
ぶ
り

、
い
ま
だ
雲
の
中
へ
立

ち
昇
る
と
ぞ
、
言
ひ
伝
へ
た
る
。

傍
線
Ａ
部
分
は
、
注
釈
書
に
よ
っ
て
は
校
訂
を
加
え
て
い
る
（
注
２
）。
主
た
る
校
訂
本

文
を
示
す
。

ａ
１
　
か
の
奉
る
不
死
の
薬
に
、
又
、
壺
具
し
て

（
雨
海1985

・
堀
内1997

・
上
坂1999

・
室
伏2001

・
関
根
高
橋2003

）

ａ
２
　
か
の
奉
る
不
死
の
薬
に
、
文
、
壺
具
し
て
（
大
井
田2012

）

ａ
３
　
か
の
奉
る
不
死
の
薬
、
御
文
、
壺
具
し
て
（
野
口1979

）

ａ
４
　
か
の
奉
る
不
死
の
薬
壺
に
文
具
し
て
（
片
桐1994

）

（
注
３
）

そ
も
そ
も
、「
か
の
奉
る
」
の
根
拠
と
な
る
記
述
は
、
こ
の
場
面
の
直
前
に
記

さ
れ
て
い
た
。

中
将
、
人
々
引
き
具
し
て
、
帰
り
参
り
て
、
か
ぐ
や
姫
を
え
戦
ひ
と
め
ず

な
り
ぬ
る
、
こ
ま
ご
ま
と
奏
す
。
薬
の
壺
に
御
文
添
へ
て
参
ら
す
。
拡
げ

て
御
覧
じ
て
、
い
と
あ
は
れ
が
ら
せ
給
ひ
て
、
物
も
き
こ
し
め
さ
ず
、
御

遊
び
ど
も
な
か
り
け
り
。

さ
ら
に
前
を
た
ど
る
と
、
か
ぐ
や
姫
は
昇
天
に
際
し
て
、
帝
に
宛
て
て
「
御
文
」

を
書
い
て
い
る
。
手
紙
文
は
、「
と
て
」
と
直
接
引
用
の
か
た
ち
で
記
さ
れ
、

に
つ
い
て
も
考
察
を
及
ぼ
し
た
い
。

問
題
の
所
在

古
典
文
学
作
品
の
多
く
は
、複
数
の
伝
本
を
持
ち
、そ
の
伝
本
の
性
質
に
よ
っ

て
系
統
分
類
さ
れ
、
系
統
の
異
な
る
本
文
を
校
合
し
た
結
果
、
良
質
な
本
文
を

整
定
す
る
。
教
科
書
に
採
録
さ
れ
る
場
合
も
、
基
本
的
に
は
同
様
の
操
作
が
行

わ
れ
る
。『
竹
取
物
語
』
伝
本
は
、
通
行
本
系
・
古
本
系
の
二
系
に
分
け
ら
れ
、

現
行
注
釈
書
の
多
く
は
、
い
わ
ゆ
る
流
布
本
系
統
の
祖
と
さ
れ
る
古
活
字
十
行

本
（
慶
長
頃
刊
）
を
底
本
に
す
る
。
古
本
系
の
写
本
も
、
完
本
が
少
な
い
う
え

に
、
室
町
期
を
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
は
な
い
。
私
た
ち
が
読
ん
で
い
る
『
竹
取
物

語
』
が
、
平
安
初
期
に
あ
ら
わ
れ
た
原
態
を
と
ど
め
て
い
る
の
か
ど
う
か
、
確

証
は
持
て
な
い
が
、『
源
氏
』
や
『
宇
津
保
』
の
言
及
な
ど
か
ら
、
現
在
読
ん

で
い
る
物
語
本
文
と
大
き
く
異
な
ら
な
い
『
竹
取
物
語
』
が
読
ま
れ
て
い
た
こ

と
が
推
測
さ
れ
る
と
い
う
の
が
実
態
に
即
し
た
理
解
で
あ
る
。

さ
て
、
当
該
部
分
の
本
文
を
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
本
で
示
す
と
以
下
の
と
お

り
で
あ
る
。

大
臣
・
上
達
部
を
召
し
て
、「
い
づ
れ
の
山
か
天
に
近
き
」
と
問
は
せ
た

ま
ふ
に
、
あ
る
人
奏
す
、「
駿
河
の
国
に
あ
る
な
る
山
な
む
、
こ
の
都
も

近
く
、
天
も
近
く
侍
る
」
と
奏
す
。
こ
れ
を
聞
か
せ
給
ひ
て
、

逢
ふ
こ
と
も
涙
に
浮
か
ぶ
わ
が
身
に
は
死
な
ぬ
薬
も
何
に
か
は
せ
む

Ａ
か
の
奉
る
不
死
の
薬
に
、
ま
た
壺
具
し
て
、
御
使
に
賜
は
す
。
勅
使
に
は
、
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ｂ
２
　
帝
の
手
紙

こ
の
こ
と
は
、
燃
や
す
と
い
う
行
為
の
意
味
づ
け
に
関
わ
っ
て
く
る
と
考
え

ら
れ
る
。
た
だ
し
、
か
ぐ
や
姫
の
手
紙
の
ほ
う
は
、
作
品
本
文
に
「
御
文
」
と

二
度
に
わ
た
っ
て
記
さ
れ
る
が
、
帝
は
歌
が
一
首
記
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
ｂ

２
説
を
取
る
場
合
は
、
こ
の
歌
を
指
す
か
、
歌
を
含
め
て
書
い
た
文
が
あ
る
と

想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

現
代
語
訳
だ
け
を
見
る
と
Ｂ
部
分
の
「
御
文
」
は
特
に
誰
の
か
を
明
示
せ
ず

「
お
手
紙
」
と
す
る
も
の
も
多
い
。
室
伏
氏
も
「
お
手
紙
と
不
死
の
薬
の
壺
を

並
べ
て
」
と
訳
す
が
、
解
説
に
お
い
て
、
手
紙
を
「
か
ぐ
や
姫
の
手
紙
」
と
明

示
し
た
う
え
で
、
次
の
よ
う
に
煙
の
意
味
に
言
及
す
る
。

「
そ
の
煙
」
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
か
ぐ
や
姫
が
天
皇
に
残
し
た
手
紙

と
不
死
の
薬
を
富
士
山
頂
で
焼
い
た
煙
で
あ
り
、
焼
い
た
理
由
は
『
竹
取

物
語
』
の
末
尾
を
飾
る
天
皇
の
歌
、「
逢
ふ
こ
と
も
〈
以
下
略
〉」
に
こ
め
ら

れ
た
人
間
天
皇
の
痛
切
な
思
い
の
表
明
に
よ
っ
て
明
確
で
あ
ろ
う
。…〈
中

略
〉…
現
実
に
は
絶
望
的
に
遠
い
月
世
界
に
、最
も
近
い
距
離
を
選
び
、「
思

ひ（
火
）」の
煙
を
焚
い
て
交
信
を
果
た
そ
う
と
す
る
ば
か
り
か
、「
そ
の
煙
、

い
ま
だ
雲
の
中
へ
立
ち
昇
る
」
の
表
現
は
、
煙
の
中
に
故
人
の
俤
の
顕
現

を
見
る
反
魂
香
の
思
想
さ
え
読
み
解
く
自
由
を
与
え
て
く
れ
よ
う
。

天
に
近
い
山
で
焼
か
せ
た
と
い
う
こ
と
に
「
思
ひ
」
と
「
交
信
」
の
意
図
を
読

み
取
っ
た
点
で
は
、「
い
さ
ぎ
よ
さ
」
と
は
逆
に
姫
が
昇
天
し
て
も
な
お
絶
え

ぬ
帝
の
強
い
思
慕
を
読
み
取
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

歌
「
今
は
と
て
天
の
羽
衣
着
る
折
ぞ
君
を
あ
は
れ
と
思
ひ
出
で
け
る
」
が
一
首

記
さ
れ
た
あ
と「
と
て
、壺
の
薬
添
へ
て
頭
中
将
呼
び
寄
せ
て
奉
ら
す
」と
あ
る
。

従
っ
て
帝
が
「
拡
げ
て
御
覧
じ
」
て
、
深
く
心
を
動
か
さ
れ
た
「
御
文
」
と

は
か
ぐ
や
姫
の
手
紙
文
と
和
歌
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
こ

ま
で
の
本
文
で
は
、
帝
に
渡
す
不
死
の
薬
は
、「
薬
の
壺
」「
壺
の
薬
」
と
あ
り
、

既
に
壺
に
入
っ
た
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
る
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。
以

上
を
踏
ま
え
て
、
Ａ
部
を
読
む
と
、「
ま
た
壺
具
し
て
」
の
本
文
に
は
や
や
不

審
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
異
文
は
さ
ほ
ど
多
く
な
い
の
で
、
多
く
は
、
底
本
の

ま
ま
ａ
１
と
し
て
本
文
校
訂
は
行
わ
ず
「「
又
」
は
「
文
」
の
誤
り
か
」
と
注

記
（
堀
内
）
し
た
り
、「
一
度
壺
か
ら
出
し
た
薬
を
再
度
入
れ
た
の
で
、
又
と

し
た
」（
室
伏
）
と
解
説
す
る
。
一
方
、
異
文
を
根
拠
に
「
文
」
に
校
訂
す
る

の
が
ａ
２
。
底
本
「
に
ま
た
」
を
「
御
文
」
と
す
る
の
が
ａ
３
。
や
や
大
胆
に

校
訂
を
す
る
ａ
４
は
「
不
死
の
薬
は
当
初
か
ら
壺
に
入
っ
て
い
た
の
で
あ
る
か

ら
、
本
文
の
混
乱
は
明
ら
か
」
と
し
「
又
」
を
「
文
」
の
誤
写
と
し
た
う
え
で
、

補
入
の
傍
書
で
あ
っ
た
「
壺
」
が
誤
っ
た
場
所
に
混
入
し
た
と
想
定
し
た
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
そ
の
後
、
山
頂
で
す
べ
き
や
う
を
教
え
る
く
だ
り
に
い

た
っ
て
、
傍
線
部
Ｂ
に
あ
る
よ
う
に
、
燃
や
し
た
の
が
「
御
文
」
と
「
不
死
の

薬
」
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
こ
の
部
分
は
ほ
ぼ
異
同
が
な
い
。
し
か

し
、燃
や
し
た
「
御
文
」
が
誰
の
手
紙
を
指
す
の
か
に
つ
い
て
は
、次
の
ｂ
１
・

ｂ
２
に
解
釈
が
別
れ
る
。

ｂ
１
　
か
ぐ
や
姫
の
手
紙
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学
大
系1997

御
文
：
「
死
な
ぬ
く
す
り
も
」
の
歌
を
含
む
帝
の
手
紙
。
薬
を
焼
く
わ
け
を
天

界
に
訴
え
た
行
為
。

〇
関
根
賢
司
・
高
橋
亨
編
『
新
編
竹
取
物
語
』
お
う
ふ
う2003

脚
注
：
御
文
　
文（
新
井
本
）。
一
説
、か
ぐ
や
姫
の
手
紙
。〔
源
氏
が
亡
く
な
っ

た
紫
の
上
の
文
を
〕
御
前
に
て
破
ら
せ
給
ふ
。
…
み
な
焼
か
せ
給
（
源
氏
、幻
）。

一
説
、
帝
の
手
紙
（
返
歌
）。
平
安
期
に
帝
の
宣
命
を
焼
く
例
と
し
て
は
、
十

陵
八
墓
へ
の
荷
前
の
使
や
、
春
日
の
祭
の
例
が
あ
る
。

〇
大
井
田
晴
彦
『
竹
取
物
語
　
現
代
語
訳
対
照
・
索
引
付
』
笠
間
書
院2012

御
文
―
か
ぐ
や
姫
か
ら
の
手
紙
を
処
分
す
る
と
い
う
見
方
も
あ
る
が
、
帝
の
か

ぐ
や
姫
へ
の
手
紙
と
解
す
る
べ
き
で
あ
る
。
手
紙
を
燃
や
し
、
煙
を
立
ち
上
ら

せ
る
こ
と
で
、遥
か
月
の
世
界
に
い
る
か
ぐ
や
姫
に
想
い
を
伝
え
る
の
で
あ
る
。

十
陵
八
墓
へ
の
荷
前
の
使
や
、
春
日
祭
の
使
が
、
宣
命
を
焼
く
の
に
通
ず
る
行

為
（
益
田
勝
実
）。

概
観
す
る
と
、
帝
の
歌
を
も
っ
て
帝
の
手
紙
と
解
し
、
そ
れ
を
煙
に
立
ち
昇

ら
せ
る
こ
と
で
、
慕
情
な
い
し
は
訴
え
を
届
け
る
象
徴
と
み
な
し
た
と
い
う
の

が
定
説
と
言
っ
て
よ
い
よ
う
で
あ
る
。

帝
の
歌
は
返
歌
か

そ
も
そ
も
、
帝
は
、「
火
を
つ
け
て
燃
や
す
べ
き
よ
し

0

0

0

0

」
を
命
じ
て
い
る
。

明
確
な
目
的
を
持
っ
て
、
具
体
的
な
方
法
を
示
し
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
現
行
の
注
釈
書
の
多
く
は
、
両
説
を
紹
介
し
た
う
え
で
帝
の
手
紙
説

を
と
る
か
、手
紙
を
焼
く
意
味
に
つ
い
て
解
説
を
加
え
る
も
の
が
多
い
。
以
下
、

近
年
の
主
要
注
釈
書
の
関
連
注
記
を
出
版
年
順
に
あ
げ
る
。

〇
上
坂
信
男
全
訳
注
　『
竹
取
物
語
』
講
談
社
学
術
文
庫1978

現
代
語
訳
：
例
の
、
か
く
や
姫
が
お
届
け
申
し
た
不
死
の
薬
に
、
こ
の
歌
（
直

前
の
帝
詠
を
さ
す
―
引
用
者
注
）
を
添
え
、
さ
ら
に
壺
を
も
い
っ
し
ょ
に
御
使

い
の
者
に
お
渡
し
に
な
る
。

〇
野
口
元
大
校
注
『
竹
取
物
語
』　
新
潮
社
　
新
潮
日
本
古
典
集
成
　1979

御
文
：
か
ぐ
や
姫
か
ら
帝
へ
の
御
文
、
帝
の
姫
へ
の
御
文
、
と
両
説
あ
る
が
、

天
に
向
っ
て
永
遠
に
立
ち
昇
る
煙
と
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
帝
の
尽
き
ぬ
思
ひ

（
火
）
の
煙
と
解
し
た
い
。

〇
雨
海
博
洋
訳
注
『
現
代
語
訳
対
照
　
竹
取
物
語
』　
旺
文
社
文
庫1985

「
御
文
」
は
か
ぐ
や
姫
の
手
紙
か
帝
の
手
紙
か
、
二
通
り
考
え
ら
れ
る
。「
か
の

奉
る
不
死
の
薬
に
、
又
、
壺
具
し
て
」
と
あ
る
の
で
、
か
ぐ
や
姫
が
奉
っ
た
「
不

死
の
薬
の
壺
」
に
、
帝
の
御
文
を
添
え
て
帝
の
切
な
る
慕
情
を
煙
と
し
て
、
月

へ
届
け
と
ば
か
り
焼
か
せ
た
も
の
と
考
え
る
。

〇
吉
岡
曠
『
現
代
語
訳
　
竹
取
物
語
・
伊
勢
物
語
』
現
代
語
訳
学
燈
文
庫

1990

訳
：
歌
を
書
い
た
お
手
紙
の
は
い
っ
て
い
る
壺
と
、
不
死
の
薬
の
は
い
っ
て
い

る
壺
と
を
並
べ
て

〇
堀
内
秀
晃
校
注
『
竹
取
物
語
　
伊
勢
物
語
』　
岩
波
書
店
　
新
日
本
古
典
文
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で
は
帝
の
歌
は
ど
の
よ
う
な
形
で
書
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。「
文
」
と
言

え
る
の
だ
ろ
う
か
。
注
釈
書
類
に
お
い
て
も
、「
歌
を
含
む
手
紙
」
と
い
う
よ

う
な
、
ぼ
ん
や
り
と
し
た
解
説
が
多
い
。
物
語
は
、
帝
の
歌
が
ど
こ
に
書
か
れ

た
か
に
言
及
せ
ず
、
ま
た
こ
れ
を
「
文
」
と
は
言
っ
て
い
な
い
か
ら
で

あ
る
。

ま
ず
は
帝
の
歌
が
、
か
ぐ
や
姫
の
歌
へ
の
返
歌
に
な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を

考
え
た
い
。
贈
答
に
な
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

和
歌
を
伝
え
て
い
る
と
い
う
点
で
は
、
現
行
の
『
竹
取
物
語
』
伝
本
に
先
行

し
て
、『
海
道
記
』と『
風
葉
和
歌
集
』が
存
在
す
る
。『
海
道
記
』は
貞
応
二（1223

）

年
成
立
、
鶯
の
卵
か
ら
生
ま
れ
る
と
い
う
設
定
が
『
竹
取
物
語
』
と
大
き
く
異

な
る
も
の
の
、
中
世
竹
取
説
話
の
な
か
で
は
、「
不
死
の
薬
」
を
記
し
て
い
る

こ
と
が
共
通
す
る
。
ま
た
、
現
行
本
と
ほ
ぼ
同
じ
二
首
の
和
歌
を
末
尾
に
記
し

て
い
る
。

鴬
姫
、
天
に
昇
り
け
る
時
、
帝
の
御
契
さ
す
が
に
覚
え
て
、
不
死
の
薬
に

歌
を
書
き
て
、
具
し
て
留
め
お
き
た
り
。
そ
の
歌
に
い
ふ
。

今
は
と
て
天
の
羽
衣
き
る
時
ぞ
君
を
あ
は
れ
と
思
ひ
い
で
ぬ
る

帝
、
こ
れ
を
御
覧
じ
て
、
忘
れ
形
見
は
見
る
も
恨
め
し
と
て
、
怨
恋
に
堪

へ
ず
、
青
鳥
を
飛
ば
し
て
雁
札
を
書
き
そ
へ
て
、
薬
を
返
し
給
へ
り
。
そ

の
返
歌
に
い
ふ
、

逢
ふ
こ
と
の
涙
に
う
か
ぶ
わ
が
身
に
は
死
な
ぬ
薬
も
な
に
に
か
は
せ
む

使
節
、
智
計
を
廻
し
て
、
天
に
近
き
所
は
こ
の
山
に
如
か
じ
と
て
、
富
士

帝
詠
の
「
何
に
か
は
せ
む
」
は
受
け
取
り
を
拒
否
す
る
意
志
で
あ
る
。
で
あ

れ
ば
、
目
の
前
か
ら
消
し
た
い
と
い
う
よ
り
は
、
き
ち
ん
と
相
手
に
返
し
届
け

る
こ
と
、
そ
れ
が
こ
の
物
語
を
「
そ
の
煙
、
い
ま
だ
雲
の
中
へ
立
ち
昇
と
ぞ
い

ひ
つ
た
へ
た
る
」と
い
う
一
文
で
結
ん
だ
所
以
で
あ
る
と
思
う
。
不
死
の
薬
が
、

か
ぐ
や
姫
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
物
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
を
焼
く
と
い
う
の
は
、

天
界
に
「
返
す
」
と
い
う
意
志
を
持
っ
て
、
そ
の
「
返
却
」
が
「
煙
」
と
い
う

目
に
見
え
る
事
象
に
よ
っ
て
確
認
で
き
て
い
る
こ
と
が
重
要
な
意
味
を
持
つ
。

こ
れ
に
つ
い
て
、
若
干
研
究
史
を
整
理
し
て
お
く
と
、
近
年
の
注
釈
書
が
引

用
す
る
益
田
説
は
、「
天
皇
」
が
焼
か
せ
た
意
味
を
重
く
見
、「
宣
命
を
陵
墓
の

前
で
燃
や
す
し
き
た
り
を
応
用
し
た
も
の
」
と
説
い
た
。
煙
と
す
る
こ
と
が
こ

の
世
と
こ
の
世
の
外
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
方
法
で
あ
る
と
し
た
の
で

あ
る
（
注
４
）。

こ
れ
に
加
え
て
、「
富
士
山
」
の
頂
上
、
と
い
う
場
所
を
重
視
し
て
、

山
岳
信
仰
を
読
み
取
る
指
摘
も
あ
る
（
注
５
）。

こ
こ
で
は
深
入
り
し
な
い
が
、
益
田
説
へ
の
反
論
と
し
て
、
地
上
の
人
間
界

と
天
上
の
神
仙
界
を
互
い
に
排
除
し
あ
う
関
係
と
み
な
し
、
天
皇
制
で
統
括
さ

れ
た
地
上
の
論
理
を
自
覚
さ
せ
る
意
図
を
読
み
解
く
立
場
も
あ
る
（
注
６
）。

し
か
し
、

物
語
か
ら
看
取
で
き
る
思
想
は
、
必
ず
し
も
、
仏
教
、
道
教
と
一
つ
の
思
想
で

一
貫
し
た
も
の
で
は
な
い
。
上
原
作
和
氏
が
述
べ
た
よ
う
に
「
神
と
仏
や
日
常

的
禁
忌
を
必
要
に
応
じ
て
使
い
分
け
る
「
日
本
的
」
宗
教
構
造
が
あ
る
こ
と
を

前
提
と
し
（
注
７
）」
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
思
想
が
入
り
混
じ
っ
て
い
る
も
の
と
ゆ
る
や
か

に
と
ら
え
て
お
き
た
い
。
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か
は
せ
む

と
て
ふ
し
の
く
す
り
も
こ
の
御
う
た
に
ぐ
し
て
、
そ
ら
近
き
を

え
ら
び
、
ふ
じ
の
山
に
て
や
か
せ
さ
せ
給
へ
り
け
る
と
な
む

（
新
編
国
歌
大
観
　
丹
鶴
叢
書
底
本1851

刊
）

詞
書
は
贈
答
歌
と
し
て
の
理
解
を
示
し
、
左
注
に
よ
れ
ば
帝
の
歌
を
添
え
て

焼
い
て
い
る
。

ち
な
み
に
、
古
本
系
の
本
文
の
う
ち
、
新
井
本
（
注
９
）は
、
現
存
す
る
竹
取
物
語
の

な
か
で
も
っ
と
も
長
く
、
帝
の
歌
の
前
に
「
か
ぐ
や
姫
の
歌
の
返
し
、
か
か
せ

給
ふ
。」
と
い
う
本
文
が
あ
る
。
ま
た
、
歌
の
後
に
続
く
本
文
も
Ａ
部
分
「
か

の
た
て
ま
つ
れ
る
不
死
の
薬
の
壺
添
へ
て
」、
Ｂ
部
分
「
文
、
不
死
の
薬
の
壺

を
な
ら
べ
て
、
火
を
つ
け
て
燃
や
す
べ
き
よ
し
を
」
と
あ
っ
て
、
通
行
本
系
よ

り
も
、
筋
の
通
っ
た
読
み
や
す
い
本
文
に
な
っ
て
い
る
。
古
本
系
と
は
い
え
室

町
を
さ
か
の
ぼ
ら
な
い
本
文
は
後
人
に
改
作
さ
れ
た
疑
い
が
捨
て
き
れ
な
い
側

面
も
あ
り
、
必
ず
し
も
良
本
と
断
じ
難
い
こ
と
を
頭
に
入
れ
て
お
く
必
要
は
あ

ろ
う
が
、
享
受
の
さ
れ
方
の
一
と
価
値
づ
け
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
鎌
倉
初
期
に
、『
竹
取
物
語
』
を
参
照
し
引
用
し
た
と
考

え
ら
れ
る
二
書
の
記
述
か
ら
は
、
少
な
く
と
も
物
語
の
末
尾
が
現
行
の
も
の
と

大
き
く
異
な
ら
な
い
『
竹
取
』
が
読
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
、
な
お
か

つ
、
帝
の
歌
は
「
返
歌
」
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
さ
ら
に

加
え
る
な
ら
ば
、中
世
の
竹
取
説
話
の
多
く
が
古
今
注
に
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、

中
世
に
お
け
る
『
古
今
集
』
の
理
解
と
し
て
、
こ
の
返
歌
を
「
富
士
山
」
で
焼

の
山
に
登
り
て
焼
き
上
げ
け
れ
ば
、
薬
も
書
も
、
煙
に
む
す
ぼ
ほ
れ
て
空

に
あ
が
り
け
り
。
こ
れ
よ
り
、
こ
の
嶺
に
恋
の
煙
を
立
て
た
り
。
よ
り
て

こ
の
山
を
ば
不
死
の
峰
と
い
へ
り
。
し
か
し
て
郡
の
名
に
つ
き
て
富
士
と

書
く
に
や
。 

（『
海
道
記

（
注
８
）』）

こ
こ
で
は
鴬
姫
の
手
紙
は
歌
だ
け
が
記
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
そ
れ
を
見
た

帝
の
気
持
ち
と
反
応
が
端
的
に
記
さ
れ
て
い
る
。「
怨
恋
に
堪
え
ず
」、「
そ
の

返
歌
」
と
し
て
帝
詠
が
記
さ
れ
、「
薬
」
と
、「
書
」
す
な
わ
ち
歌
が
富
士
山
の

頂
上
で
焼
き
上
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
竹
取
説
話
を
引
く
中
世
古

今
注
の
な
か
に
は
、
不
死
の
薬
が
描
か
れ
ず
と
も
、
帝
の
「
思
ひ
」
が
富
士
の

煙
と
な
る
叙
述
が
見
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
。『
古
今
和
歌
集
序
聞
書
　
三
流
抄
』

に
は
、「
煙
絶
え
ず
。
是
に
よ
り
、富
士
の
煙
を
恋
に
よ
む
な
り
。」
と
あ
り
『
古

今
集
為
家
抄
』
に
は
「
思
ひ
、火
と
な
り
て
鏡
に
つ
き
て
燃
え
け
り
。
こ
の
火
、

す
べ
て
消
え
ず
。
こ
れ
を
見
奉
り
て
、
公
卿
僉
議
し
て
、
本
所
、
駿
河
の
国
富

士
の
峯
に
送
り
置
く
。
こ
の
火
、煙
と
な
る
と
い
へ
り
。」
と
あ
る
。
次
に
、『
風

葉
和
歌
集
』
離
別
部
の
二
首
を
引
く
。

天
の
迎
あ
り
て
の
ぼ
り
侍
り
け
る
に
、
み
か
ど
に
ふ
し
の
く

す
り
た
て
ま
つ
る
と
て

た
け
と
り
の
か
ぐ
や
ひ
め

五
六
九
今
は
と
て
あ
ま
の
は
衣
き
る
を
り
ぞ
君
を
哀
と
思
ひ
出
で
け
る

御
か
へ
し

五
七
〇
あ
ふ
こ
と
の
涙
に
う
か
ぶ
我
が
身
に
は
し
な
ぬ
く
す
り
も
な
に
に
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う
二
度
と
逢
う
こ
と
は
か
な
わ
な
い
。以
下
の
野
口
氏
の
論
に
尽
き
る
と
思
う
。

こ
れ
ほ
ど
に
純
粋
な
愛
ま
で
が
拒
ま
れ
ざ
る
を
え
な
い
の
が
人
間
で
あ
る

な
ら
、人
間
と
し
て
の
永
遠
の
生
な
ど
い
っ
た
い
何
の
意
味
が
あ
る
の
か
。

い
っ
そ
尽
き
せ
ぬ
思
い
に
焦
が
れ
て
死
ぬ
の
が
人
間
に
ふ
さ
わ
し
い
。
／

こ
う
し
て
、
永
生
を
庶
幾
す
る
伝
承
説
話
の
土
俗
的
思
考
を
積
極
的
に
否

定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
帝
の
悲
劇
は
完
成
さ
れ
、
真
の
人
間
性
の
象
徴

と
な
り
え
た
の
で
あ
っ
た
。
人
間
に
最
も
本
具
的
な
欲
求
・
願
望
を
自
ら

の
決
意
に
よ
っ
て
拒
否
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
の
悲
し
み
、
こ
れ
が

帝
の
歌
に
流
れ
る
叙
情
性
の
本
質
で
あ
る
。（
新
潮
古
典
集
成
解
説
）

氏
は
さ
ら
に
、
歌
表
現
と
し
て
は
呼
応
し
な
い
と
い
う
点
を
逆
説
的
に
評
価

し
、「
作
者
は
こ
と
さ
ら
に
二
人
の
贈
答
歌
の
真
剣
な
ち
ぐ
は
ぐ
さ
を
示
す
こ

と
に
よ
っ
て
、
遂
に
結
ば
れ
る
こ
と
の
あ
り
え
な
い
運
命
を
暗
示
し
よ
う
と
し

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
た
。
加
え
て
、
近
年
、
齊
藤
み
か
氏
は
、
か
ぐ

や
姫
の
「
今
」「
を
り
」
と
い
う
言
葉
と
帝
の
「
死
な
ぬ
薬
」
と
い
う
永
遠
の

命
を
表
す
言
葉
に
着
目
し
、「「
死
な
ぬ
薬
」
を
「
何
に
か
は
せ
ん
」
と
帝
が
否

定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
か
ぐ
や
姫
と
帝
の
両
者
が
共
に
今
こ
の
瞬
間
の
重
要
性

に
着
目
し
て
い
る
）
12

（
注

」
と
贈
答
歌
と
し
て
の
構
造
の
共
通
点
に
言
及
し
た
。

こ
こ
で
さ
ら
に
加
え
る
な
ら
ば
、
や
は
り
富
士
の
煙
が
あ
が
り
続
け
て
い
る

こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
帝
の
歌
が
煙
と
し
て
上
が
り
続
け
て
い
る
と
い
う

こ
と
は
、
人
間
と
い
う
有
限
の
命
を
持
つ
存
在
で
あ
り
つ
つ
、「
思
ひ
」
が
上

が
り
続
け
る
と
い
う
思
念
の
世
界
の
永
遠
性
を
象
徴
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き

い
た
こ
と
の
意
味
、「
思
ひ
」
を
「
煙
」
に
し
て
そ
ら
に
焚
き
上
げ
た
こ
と
の

意
味
が
重
要
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
確
認
で
き
よ
う
。『
古
今
集
』仮
名
序
に「
富

士
の
煙
に
よ
そ
へ
て
人
を
恋
ひ
」
と
述
べ
た
そ
の
文
言
の
由
来
を
確
認
し
て
い

る
わ
け
で
あ
る
。

で
は
、
歌
と
し
て
二
首
を
並
べ
た
と
き
に
、
帝
の
歌
は
果
た
し
て
か
ぐ
や
姫

の
歌
に
対
す
る
返
歌
に
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
贈
答
歌
と
し
て
表
現
の
照

応
が
あ
る
か
と
言
え
ば
、
言
葉
じ
た
い
の
照
応
は
な
い
。

室
城
秀
之
氏
は
「
贈
答
歌
で
は
な
い
と
思
う
」
と
述
べ
、「「
心
異
に
な
」っ
た

か
ぐ
や
姫
と
帝
と
の
間
に
は
、も
は
や
贈
答
歌
は
成
立
し
え
な
い
だ
ろ
う
」「
こ

の
帝
の
歌
は
、
か
ぐ
や
姫
か
ら
不
死
の
薬
を
贈
ら
れ
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
飲
む

こ
と
な
く
死
ん
で
ゆ
く
べ
き
地
上
の
存
在
と
し
て
の
孤
独
を
歌
う
独
詠
歌
で

あ
っ
た
」
と
す
る
読
み
を
提
示
し
た
）
10

（
注

。
ま
た
、
鈴
木
日
出
男
氏
は
、
言
葉
じ
た

い
の
照
応
が
な
い
こ
と
を
指
摘
し
つ
つ
も
、「『
死
な
ぬ
薬
も
何
に
か
は
せ
む
』

と
い
う
相
手
へ
の
反
発
の
し
か
た
に
、
返
歌
の
作
法
を
忘
れ
て
は
い
な
い
」
と

し
、「
己
が
心
情
を
主
情
的
に
お
し
出
し
た
」「
い
わ
ば
不
在
者
へ
の
返
歌
、
贈

答
歌
の
片
わ
れ
と
も
い
う
べ
き
歌
）
11

（
注

」
と
し
た
。
両
説
は
相
反
す
る
よ
う
で
あ
る

が
、
実
の
と
こ
ろ
は
、
帝
か
ら
姫
に
む
け
た
強
い
「
思
い
」
を
読
み
取
り
、「
返

歌
」
と
し
て
の
意
識
を
汲
み
取
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

確
か
に
帝
の
歌
は
か
ぐ
や
姫
の
歌
と
照
応
す
る
言
葉
は
な
い
。
帝
は
、
姫
か

ら
贈
ら
れ
た
、
は
じ
め
て
の
、
そ
し
て
最
後
の
、「
君
を
あ
は
れ
と
思
」
と
い

う
実
に
率
直
な
愛
情
の
告
白
に
は
げ
し
く
感
動
し
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
も
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空
に
焚
き
上
げ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

以
上
を
ま
と
め
る
と
、
現
存
本
文
が
成
立
時
と
大
き
く
変
わ
ら
な
い
と
の
想

定
の
も
と
で
、
こ
の
場
面
を
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
帝
は
か
ぐ
や
姫
の
手
紙
と
不

死
の
薬
を
不
要
と
し
て
天
界
に
返
し
た
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
理
由
と
し
て
、

自
分
の
尽
き
ぬ
「
思
ひ
」
を
天
界
に
届
け
よ
う
と
し
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。
昇
天
し
た
か
ぐ
や
姫
と
の
贈
答
の
意
識
が
読
み
取
れ
る
以
上
、「
未
練
を

断
ち
切
る
」
と
か
「
い
さ
ぎ
よ
い
」
と
い
う
の
は
、
あ
た
ら
な
い
の
で
あ
る
。

『
源
氏
物
語
』
の
『
竹
取
』
享
受
と
引
用
態
度

周
知
の
よ
う
に
、『
竹
取
物
語
』を
物
語
の
祖
と
明
確
に
位
置
付
け
た
の
は『
源

氏
物
語
』
で
あ
る
。
蓬
生
巻
で
、
零
落
し
た
末
摘
花
が
「
時
々
の
ま
さ
ぐ
り
も

の
」
と
し
た
の
が
「
か
ぐ
や
姫
の
物
語
の
絵
に
描
き
た
る
」
で
あ
っ
た
。
絵
合

巻
で
は
、
梅
壺
女
御
方
と
弘
徽
殿
女
御
方
と
に
分
か
れ
て
物
語
絵
の
優
劣
を
競

う
に
際
し
、
最
初
に
、「
物
語
の
出
で
来
は
じ
め
の
親
な
る
竹
取
の
翁
」
に
「
宇

津
保
の
俊
蔭
」
を
合
わ
せ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、「
か
ぐ
や
姫
の
こ
の
世
の
濁

り
に
も
穢
れ
ず
、
は
る
か
に
思
ひ
の
ぼ
れ
る
契
り
た
か
く
」
と
か
「
も
も
し
き

の
か
し
こ
き
御
光
に
は
並
ば
ず
」
と
の
叙
述
が
あ
り
、
地
上
を
濁
っ
た
世
界
と

と
ら
え
る
世
界
観
や
、
か
ぐ
や
姫
が
帝
と
結
婚
せ
ず
に
昇
天
す
る
と
い
う
現
行

『
竹
取
物
語
』
の
主
た
る
テ
ー
マ
が
既
に
あ
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。

し
か
し
、『
竹
取
物
語
』
最
末
尾
の
帝
が
文
を
焼
く
場
面
を
、
よ
り
具
体
的

に
引
用
し
つ
つ
深
化
さ
せ
た
の
は
、
幻
巻
の
次
の
場
面
で
あ
ろ
う
。

で
あ
ろ
う
。

で
は
、
そ
の
歌
は
ど
の
よ
う
に
書
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
物
語
に
は
「
文
」

の
言
葉
は
な
い
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、『
大
和
物
語
』
第
一
段
「
亭
子
の
院
」

が
参
考
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

亭
子
の
帝
、
い
ま
は
お
り
ゐ
さ
せ
た
ま
ひ
な
む
と
す
る
こ
ろ
、
弘
徽
殿
の

壁
に
、
伊
勢
の
御
の
書
き
つ
け
け
る
。

わ
か
る
れ
ど
あ
ひ
も
惜
し
ま
ぬ
も
も
し
き
を
見
ざ
ら
む
こ
と
の
な
に

か
悲
し
き

と
あ
り
け
れ
ば
、
帝
、
御
覧
じ
て
、
そ
の
か
た
は
ら
に
書
き
つ
け
さ
せ
た

ま
う
け
る
。

身
ひ
と
つ
に
あ
ら
ぬ
ば
か
り
を
お
し
な
べ
て
ゆ
き
め
ぐ
り
て
も
な
ど

か
見
ざ
ら
む

と
な
む
あ
り
け
る
。（
高
橋
正
治
校
注
訳
　
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
本
）

思
う
に
、
帝
は
、
届
け
ら
れ
た
か
ぐ
や
姫
の
御
文
の
、
彼
女
の
和
歌
の
か
た
わ

ら
に
、
歌
を
書
き
つ
け
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
を
富
士
山
頂
で
燃
や
し

た
の
で
あ
る
。
彼
女
の
歌
の
横
に
書
き
つ
け
る
こ
と
で
、
返
歌
だ
と
い
う
意
味

を
持
た
せ
、
こ
の
手
紙
も
ろ
と
も
に
焼
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
で
あ

れ
ば
、
帝
の
歌
が
書
か
れ
て
い
な
が
ら
、「
文
」
を
書
い
た
と
敢
え
て
言
う
必

要
が
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
、
燃
や
し
た
「
御
文
」
は
帝
の
返
歌
が

書
き
つ
け
ら
れ
た
か
ぐ
や
姫
の
手
紙
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
現
代
語
訳
で
は
、

「
お
手
紙
と
薬
壺
」
と
し
か
訳
さ
な
い
に
し
て
も
、
実
際
に
は
、
帝
の
返
歌
を
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ば
、
よ
く
も
見
た
ま
は
で
、
こ
ま
や
か
に
書
き
た
ま
へ
る
か
た
は
ら
に
、

か
き
つ
め
て
見
る
も
か
ひ
な
し
藻
塩
草
お
な
じ
雲
居
の
煙
と
を
な
れ

と
書
き
つ
け
て
、
み
な
焼
か
せ
た
ま
ひ
つ
。

（
新
日
本
古
典
文
学
全
集
　
幻
巻
④
546
〜
548
）

紫
の
上
が
亡
く
な
っ
た
の
は
八
月
十
四
日
、
ま
さ
に
か
ぐ
や
姫
の
昇
天
に
な

ぞ
ら
え
る
よ
う
に
源
氏
の
最
愛
の
女
君
は
翌
日
荼
毘
に
付
さ
れ
た
（
御
法
巻
）。

続
く
幻
巻
は
光
源
氏
が
一
年
を
か
け
て
悲
し
み
を
癒
し
出
家
に
向
け
て
心
を
整

理
し
て
い
く
過
程
を
描
く
。
引
用
し
た
場
面
は
、
八
月
に
一
周
忌
の
法
要
を
終

え
、
九
月
の
重
陽
の
節
句
、
神
無
月
の
時
雨
、
霜
月
の
五
節
と
ひ
と
つ
き
ひ
と

つ
き
を
辿
る
よ
う
に
経
て
い
よ
い
よ
年
の
瀬
に
文
の
処
分
を
す
る
場
面
で
あ

る
。
残
し
て
は
見
苦
し
い
文
を
少
し
ず
つ
処
分
し
て
き
た
な
か
で
も
、
須
磨
に

退
去
し
て
い
た
時
の
手
紙
は
格
別
の
思
い
入
れ
が
あ
り
、
な
か
で
も
「
か
の
御

手
」
紫
の
上
の
筆
跡
は
取
り
分
け
て
結
っ
て
あ
っ
た
。「
千
年
の
形
見
」
と
も

な
り
そ
う
な
そ
れ
を
、
出
家
し
た
ら
、
見
る
事
も
な
か
ろ
う
と
「
か
ひ
な
く
て
」

気
心
の
し
れ
た
女
房
た
ち
と
御
前
で
破
ら
せ
る
の
で
あ
る
。

心
を
決
め
て
破
り
捨
て
よ
う
と
す
る
源
氏
で
あ
る
が
動
揺
が
抑
え
き
れ
な

い
。
須
磨
退
去
時
の
手
紙
は
、
同
じ
世
に
い
な
が
ら
の
別
れ
で
あ
り
な
が
ら
尋

常
な
ら
ざ
る
悲
し
み
で
あ
っ
た
そ
の
記
憶
を
呼
び
お
こ
し
、
今
、
そ
れ
と
は
比

す
こ
と
の
で
き
な
い
幽
冥
境
を
異
に
し
た
別
れ
を
経
験
し
、
し
か
も
す
で
に
一

年
経
っ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
一
向
に
悲
し
み
が
癒
え
な
い
と
い
う
状
況
を

再
認
識
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。
源
氏
は
、
紫
の
上
の
文
の
か
た
は
ら
に
歌
を
書

落
ち
と
ま
り
て
か
た
は
な
る
べ
き
人
の
御
文
ど
も
、「
破
れ
ば
惜
し
」

と
思
さ
れ
け
る
に
や
、
す
こ
し
づ
つ
残
し
た
ま
へ
り
け
る
を
、
も
の
の
つ

い
で
に
御
覧
じ
つ
け
て
、
破
ら
せ
た
ま
ひ
な
ど
す
る
に
、
か
の
須
磨
の
こ

ろ
ほ
ひ
、
所
ど
こ
ろ
よ
り
奉
り
た
ま
ひ
け
る
も
あ
る
中
に
、
か
の
御
手
な

る
は
、
こ
と
に
結
ひ
あ
は
せ
て
ぞ
あ
り
け
る
。
み
づ
か
ら
し
お
き
た
ま
ひ

け
る
こ
と
な
れ
ど
、
久
し
う
な
り
に
け
る
世
の
こ
と
と
思
す
に
、
た
だ
今

の
や
う
な
る
墨
つ
き
な
ど
、
げ
に
千
年
の
形
見
に
し
つ
べ
か
り
け
る
を
、

見
ず
な
り
ぬ
べ
き
よ
と
思
せ
ば
、
か
ひ
な
く
て
、
疎
か
ら
ぬ
人
々
二
三
人

ば
か
り
、
御
前
に
て
破
ら
せ
た
ま
ふ
。

い
と
、
か
か
ら
ぬ
ほ
ど
の
こ
と
に
て
だ
に
、
過
ぎ
に
し
人
の
跡
と
見
る

は
あ
は
れ
な
る
を
、
ま
し
て
い
と
ど
か
き
く
ら
し
、
そ
れ
と
も
見
分
か
れ

ぬ
ま
で
降
り
お
つ
る
御
涙
の
水
茎
に
流
れ
そ
ふ
を
、
人
も
あ
ま
り
心
弱
し

と
見
た
て
ま
つ
る
べ
き
が
か
た
は
ら
い
た
う
は
し
た
な
け
れ
ば
、
お
し
や

り
た
ま
ひ
て

死
出
の
山
越
え
に
し
人
を
し
た
ふ
と
て
跡
を
見
つ
つ
も
な
ほ
ま
ど
ふ

か
な

さ
ぶ
ら
ふ
人
々
も
、
ま
ほ
に
は
え
ひ
き
ひ
ろ
げ
ね
ど
、
そ
れ
と
ほ
の
ぼ
の

見
ゆ
る
に
、
心
ま
ど
ひ
ど
も
お
ろ
か
な
ら
ず
。
こ
の
世
な
が
ら
遠
か
ら
ぬ

御
別
れ
の
ほ
ど
を
、い
み
じ
と
思
し
け
る
ま
ま
に
書
い
た
ま
へ
る
言
の
葉
、

げ
に
そ
の
を
り
よ
り
も
せ
き
あ
へ
ぬ
悲
し
さ
や
ら
ん
方
な
し
。
い
と
う
た

て
、
い
ま
一
際
の
御
心
ま
ど
ひ
も
、
女
々
し
く
人
わ
る
く
な
り
ぬ
べ
け
れ
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す
な
わ
ち
「
天
上
界
に
最
も
近
い
山
で
は
な
い
」
こ
と
を
重
要
視
し
「
死
者
と

の
断
絶
」
を
受
け
入
れ
る
光
源
氏
を
読
ん
だ
）
14

（
注

。
ま
た
、勝
亦
志
織
氏
は
、「
記
憶
」

を
鍵
言
葉
と
し
て「
文
焼
却
は
、源
氏
に
と
っ
て
の
紫
の
上
葬
送
の
場
面
で
あ
っ

た
と
捉
え
た
い
。
源
氏
の
中
の
紫
の
上
の「
記
憶
」を
焼
い
た
こ
と
に
な
る
」と
、

過
去
と
の
決
別
を
読
み
取
る
）
15

（
注

。

こ
う
し
た
『
源
氏
』
の
引
用
方
法
を
読
み
取
る
こ
と
に
よ
り
、
逆
接
的
で
は

あ
る
が
、『
竹
取
』
の
帝
が
文
を
焼
い
た
行
為
が
、
か
ぐ
や
姫
に
向
け
た
思
慕

を
表
象
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
よ
り
明
確
に
な
っ
て
く
る
と
言
え
よ
う
。

か
ぐ
や
姫
が
帝
に
遺
し
た
手
紙
は
、
即
時
的
・
瞬
間
的
な
も
の
で
し
か
な
く
、

帝
と
の
時
間
の
共
有
は
な
か
っ
た
。
三
年
に
及
ぶ
帝
か
ら
の
求
愛
の
最
期
の
瞬

間
に
、
は
じ
め
て
見
せ
た
、
き
わ
め
て
人
間
的
な
「
あ
は
れ
」
の
自
覚
を
表
明

し
た
も
の
で
あ
る
。
加
え
て
、
帝
は
、
昇
天
の
そ
の
瞬
間
す
ら
共
有
し
て
い
な

い
。「
お
も
ひ
（
火
）」
を
冷
ま
す
時
間
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
不

死
の
薬
が
何
に
な
ろ
う
、
と
強
く
反
発
し
、
そ
の
火
を
天
上
に
向
け
て
燃
や
す

し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
河
添
氏
は
、「
源
氏
物
語
の
内
な
る
〈
竹
取
〉
引
用
」
を
示
し
た
う

え
で
、中
世
源
氏
注
に
お
け
る
『
竹
取
』
軽
視
に
も
言
及
さ
れ
た
。
中
世
以
降
、

源
氏
注
に
お
い
て
は
、『
竹
取
』の
文
学
的
達
成
を
読
み
取
ろ
う
と
し
て
い
な
い
、

と
い
う
。
中
世
に
お
け
る
竹
取
説
話
の
広
が
り
と
も
関
連
が
あ
る
だ
ろ
う
。『
今

昔
物
語
集
』
に
あ
る
竹
取
説
話
な
ど
を
読
む
と
、
何
と
も
味
気
な
い
印
象
を
う

け
る
。『
竹
取
』末
尾
の
か
ぐ
や
姫
と
帝
の
人
間
ら
し
い
交
流
は
か
け
ら
も
な
い
。

き
つ
け
、
み
な
焼
か
せ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
場
面
が
『
竹
取
』
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
は
、
早
く
か
ら
指
摘
さ
れ
て

お
り
、
新
全
集
の
頭
注
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

手
紙
を
破
り
捨
て
た
り
焼
き
捨
て
た
り
す
る
の
は
、
紫
の
上
と
と
も
に
生

き
て
き
た
三
十
年
余
の
生
活
に
し
い
て
区
切
り
を
つ
け
よ
う
と
す
る
か
ら

で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
故
人
へ
の
愛
執
を
断
ち
切
ろ
う
と
す
る
源
氏
に
は
、

『
竹
取
物
語
』
の
末
尾
、
か
ぐ
や
姫
の
置
き
土
産
の
不
老
不
死
の
薬
や
和

歌
を
も
焼
か
せ
て
し
ま
っ
た
帝
の
面
影
が
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
帝
の
場

合
も
こ
の
源
氏
の
場
合
も
、
愛
執
断
念
の
意
思
の
底
に
は
、
天
空
へ
の
煙

を
思
う
点
で
、
喪
失
の
相
手
へ
の
限
り
な
い
愛
憐
の
情
が
う
ず
い
て
い
る

と
い
え
よ
う
。

河
添
房
江
氏
は
、
こ
の
場
面
が
「『
竹
取
物
語
』
の
影
響
と
言
っ
て
す
ま
す

に
は
、
あ
ま
り
な
ま
で
の
構
造
上
の
緊
密
な
対
応
関
係
が
出
そ
ろ
っ
て
」
い
る

こ
と
か
ら
「
い
わ
ゆ
る
引
物
語
の
関
係
」
と
位
置
付
け
つ
つ
、「
光
源
氏
の
堪

え
が
た
い
愛
別
離
苦
の
思
い
は
、
か
ぐ
や
姫
を
喪
失
し
た
翁
や
帝
の
悲
嘆
を
主

題
的
に
揺
曳
さ
せ
る
こ
と
で
い
っ
そ
う
深
甚
の
度
を
ま
す
。」
と
論
じ
た
う
え

で
、『
竹
取
物
語
』
と
の
偏
差
を
ふ
く
む
こ
と
に
言
及
し
た
。「『
源
氏
物
語
』

に
よ
り
捉
え
返
さ
れ
た
〈
竹
取
〉
の
像
」
を
確
認
し
つ
つ
も
、『
源
氏
』
が
達

成
し
た
『
竹
取
』
の
変
形
の
あ
り
よ
う
を
た
ど
ろ
う
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
）
13

（
注

。

幻
巻
で
の
文
焼
却
の
意
義
は
そ
の
後
も
視
点
を
変
え
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

天
野
紀
代
子
氏
は
、こ
の
場
面
が
源
氏
の
屋
敷
の
中
で
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
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堤
中
納
言
物
語
の
一
編
『
は
い
ず
み
』
で
は
、
も
と
の
妻
が
家
を
出
る
ま
え

に
「
泣
く
泣
く
恥
づ
か
し
げ
な
る
も
の
焼
か
せ
な
ど
す
る
」。
こ
れ
ま
で
住
ん

で
い
た
家
に
、
男
が
新
し
い
妻
を
迎
え
る
こ
と
に
な
り
、
手
づ
か
ら
手
紙
な
ど

見
ら
れ
て
困
る
も
の
を
処
分
す
る
。
手
紙
を
焼
く
と
い
う
と
き
、
ど
こ
で
焼
く

の
か
、
誰
が
何
の
目
的
で
焼
く
の
か
、
さ
ら
に
は
、
焼
い
た
痕
跡
が
記
さ
れ
る

か
ど
う
か
、
と
い
う
と
こ
ろ
が
大
き
な
分
岐
点
に
な
る
よ
う
に
思
う
。「
思
ひ
」

が
「
煙
」
と
し
て
表
象
さ
れ
て
い
る
限
り
は
、
そ
こ
に
思
念
が
あ
り
、
そ
の
行

く
末
に
思
い
を
馳
せ
る
。
煙
が
立
ち
昇
る
空
間
の
な
い
、
例
え
ば
屋
敷
の
な
か

で
、
煙
の
景
が
描
か
れ
な
い
と
き
、
決
別
の
意
識
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き

よ
う
。

教
科
書
の
な
か
の
『
竹
取
物
語
』

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
『
竹
取
物
語
』
最
末
部
の
理
解
は
、
教
科
書
に
反
映

さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

は
じ
め
て
子
ど
も
た
ち
が
「
古
典
」
に
ふ
れ
る
小
学
校
の
教
科
書
で
は
、「
か

ぐ
や
姫
」
と
の
関
連
に
こ
と
さ
ら
言
及
す
る
。

教
育
出
版
は
、
物
語
冒
頭
文
の
引
用
と
現
代
語
訳
が
記
さ
れ
た
あ
と
「
こ
れ

は
、『
竹
取
物
語
』
で
す
。
日
本
で
最
も
古
い
物
語
と
い
わ
れ
、
今
か
ら
千
百

年
ほ
ど
前
に
作
ら
れ
ま
し
た
。
竹
か
ら
生
ま
れ
た
小
さ
な
女
の
子
が
、
美
し
い

ひ
め
に
成
長
し
、
や
が
て
月
に
帰
っ
て
い
く
「
か
ぐ
や
ひ
め
」
の
物
語
と
し
て

知
ら
れ
て
い
る
お
話
で
す
。」
と
解
説
す
る
。
挿
絵
に
は
、
円
地
文
子
訳
絵
本

一
方
で
、
古
今
集
注
に
は
竹
取
説
話
が
多
く
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
が
あ

る
。
中
世
に
お
い
て
は
、『
竹
取
』
末
尾
は
ま
さ
に
『
古
今
集
』
と
の
関
わ
り

で
「
富
士
の
煙
」
に
象
徴
さ
れ
る
「
思
ひ
」
を
読
み
取
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

で
は
、
物
語
史
に
お
い
て
、
手
紙
を
焼
く
場
面
は
ど
の
よ
う
に
、
受
け
継
が

れ
て
い
く
の
だ
ろ
う
。
冒
頭
の
問
題
意
識
に
立
ち
返
れ
ば
、
手
紙
を
焼
く
こ
と

が
「
未
練
を
断
ち
切
る
」
と
意
味
づ
け
ら
れ
る
こ
と
は
、
現
代
で
は
不
自
然
で

は
な
く
、
む
し
ろ
当
然
と
す
る
解
釈
は
あ
り
得
る
と
思
う
の
で
あ
る
。「
煙
」

に
象
徴
さ
れ
る
交
信
の
回
路
を
認
め
る
古
代
的
な
発
想
は
、
ど
の
あ
た
り
か
ら

消
え
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
未
練
を
断
ち
切
る
と
い
う
意
味
合
い

の
始
発
を
ど
の
あ
た
り
に
認
め
た
ら
よ
い
で
あ
ろ
う
。

光
源
氏
の
文
焼
却
の
場
面
は
、『
竹
取
』
の
帝
と
の
共
通
項
と
相
違
点
を
あ

ぶ
り
だ
し
た
。
こ
の
あ
と
『
源
氏
物
語
』
第
三
部
に
及
ぶ
と
、
浮
舟
は
、
匂
宮
、

薫
と
の
関
係
に
悩
ん
で
、
つ
い
に
我
が
身
を
消
し
た
い
と
ま
で
思
い
詰
め
る
。

そ
の
と
き
、
彼
女
は
、「
む
つ
か
し
き
反
故
な
ど
破
り
て
」「
灯
台
の
火
に
焼
き
、

水
に
投
げ
入
れ
さ
せ
な
ど
や
う
や
う
失
ふ
」。見
ら
れ
て
困
る
手
紙
を
、破
っ
て
、

焼
い
た
り
水
に
入
れ
た
り
し
て
処
分
す
る
。
浮
舟
の
心
中
を
知
ら
ぬ
侍
従
は
、

秘
密
の
手
紙
を
こ
っ
そ
り
と
っ
て
お
い
て
時
折
見
る
の
が
「
あ
は
れ
」
な
の
だ

と
浮
舟
の
行
為
を
「
情
け
な
き
こ
と
」
と
嘆
く
が
、
こ
の
と
き
の
浮
舟
は
、
自

分
が
死
ぬ
こ
と
を
企
図
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
ま
さ
に
手
紙
の
処
分
は

過
去
と
の
決
別
で
あ
る
。
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し
て
小
学
生
用
に
書
き
直
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
特
徴
は
、
斎
藤
氏
に
よ
る

と
、
求
婚
譚
が
省
略
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
月
の
人
と
人
間
と
の
対
比
・
心
の
獲

得
や
喪
失
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
な
い
こ
と
に
加
え
て
、
翁
媼
に
対
し
て
「
お
二

人
の
ご
恩
は
け
っ
し
て
忘
れ
ま
せ
ん
」
と
言
わ
せ
る
な
ど
、
思
想
教
育
の
側
面

も
見
え
る
こ
と
で
あ
る
。

帝
に
関
し
て
は
、
第
四
・
五
期
は
登
場
せ
ず
、
戦
後
の
第
六
期
に
至
っ
て
、

比
較
的
原
典
に
忠
実
に
取
り
上
げ
ら
れ
、
富
士
の
煙
の
場
面
も
あ
る
。
そ
こ
で

は
、
か
ぐ
や
姫
は
「
み
か
ど
へ
、
お
わ
か
れ
の
手
紙
と
ふ
し
の
く
す
り
を
の
こ

し
ま
し
た
」
と
あ
り
、
帝
は
「
天
に
い
ち
ば
ん
ち
か
い
山
」
を
探
さ
せ
て
手
紙

と
不
死
の
薬
を
一
緒
に
燃
や
す
の
で
あ
る
。
最
後
の
一
文
は
「
ふ
し
の
く
す
り

を
や
い
た
け
む
り
が
、
山
の
上
か
ら
い
つ
ま
で
も
い
つ
ま
で
も
た
ち
の
ぼ
っ
て

い
き
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
こ
の
山
の
名
を
ふ
じ
の
山
と
い
う
よ
う
に
な
り
ま
し

た
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
か
な
り
原
典
に
近
づ
い
た
も
の
の
、
手
紙
は
か
ぐ

や
姫
の
も
の
で
あ
り
、
富
士
山
の
由
来
は
不
死
の
薬
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
現
代
の
子
ど
も
た
ち
が
一
般
に
知
り
得
る
「
か
ぐ
や
姫
」
が
い

か
な
る
も
の
か
に
つ
い
て
は
、
出
版
流
通
し
て
い
る
絵
本
を
対
象
と
し
た
先
行

研
究
が
複
数
あ
る
）
17

（
注

。
求
婚
譚
と
そ
の
延
長
に
あ
る
帝
と
の
情
交
は
大
幅
に
省
略

さ
れ
る
傾
向
に
あ
り
、月
の
人
と
人
間
と
の
違
い
や
、心
の
獲
得
や
喪
失
と
い
っ

た
竹
取
物
語
の
主
題
に
関
わ
る
部
分
に
は
踏
み
込
ま
な
い
。
す
な
わ
ち
、「
か

ぐ
や
姫
」
は
『
竹
取
』
の
主
題
に
連
接
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
中
学
校
教
科
書
で
の
採
録
状
況
を
確
認
す
る
と
、
こ
ち
ら
は
、

の
表
紙
が
あ
る
。
ち
な
み
に
、
円
地
訳
は
「
と
ぶ
く
る
ま
は
、
か
ぐ
や
ひ
め
を

の
せ
、
お
お
く
の
　
う
つ
く
し
い
て
ん
に
ん
に  

ま
も
ら
れ
て
、
そ
ら
た
か
く  

き
え
さ
っ
て
　
い
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
」
で
終
わ
る
。
東
京
書
籍
は
「
み
な
さ

ん
は
、「
か
ぐ
や
ひ
め
」
の
お
話
を
知
っ
て
い
ま
す
か
。
／
「
か
ぐ
や
ひ
め
」
の

お
話
は
、
今
か
ら
千
年
以
上
も
前
に
書
か
れ
た
「
竹
取
物
語
」
と
い
う
物
語
が

も
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。」、
光
村
図
書
は
文
学
史
を
解
説
す
る
文
章
の
な
か
で

「
か
ぐ
や
姫
で
知
ら
れ
る
「
竹
取
物
語
」
は
、
日
本
で
初
め
て
の
物
語
と
さ
れ

て
い
ま
す
が
、
作
者
は
分
か
り
ま
せ
ん
。」
と
言
及
す
る
。
つ
ま
り
、
小
学
校

に
お
い
て
は
、「
か
ぐ
や
姫
」
の
お
話
と
し
て
既
知
で
あ
る
こ
と
が
前
提
と
な
っ

て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
で
は
、「
か
ぐ
や
姫
」
の
お
話
と
『
竹
取
物
語
』
と
は

ど
の
よ
う
に
連
接
し
、
ど
の
よ
う
に
連
接
し
な
い
の
か
。
そ
も
そ
も
現
代
の
子

ど
も
た
ち
に
「
か
ぐ
や
姫
」
は
〝
知
ら
れ
〞
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
、
ま
ず
問
題
と
し
て
お
き
た
い
の
は
、「
か
ぐ
や
姫
」
は
低
学
年
で

読
み
聞
か
せ
さ
れ
る
昔
話
や
神
話
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
竹
か
ら
生

ま
れ
る
、
と
か
天
に
飛
翔
す
る
と
か
、
部
分
的
に
共
通
す
る
プ
ロ
ッ
ト
を
持
つ

昔
話
や
民
話
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
〝
知
ら
れ
〞
て
い
る
と
想
定
さ
れ
て
い
る
総

体
と
し
て
の
「
か
ぐ
や
姫
」
の
お
話
の
ル
ー
ツ
は
、
実
は
国
定
教
科
書
で

あ
る
）
16

（
注

。
日
本
で
は
、明
治
三
七
（1904

）
年
か
ら
昭
和
二
〇
（1945

）
年
に
か
け
て
、

国
が
作
る
国
定
教
科
書
が
使
わ
れ
て
い
る
。「
か
ぐ
や
ひ
め
」
は
第
四
期
か
ら

第
六
期
に
か
け
て
採
録
さ
れ
て
お
り
、
い
ず
れ
も
『
竹
取
物
語
』
を
ま
と
め
直
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を
詠
ん
だ
。「
再
び
姫
に
会
う
望
み
も
消
え
、
悲
し
み
の
涙
の
海
に
浮
か

ぶ
私
に
は
、
不
死
の
薬
な
ど
い
っ
た
い
な
ん
に
な
ろ
う
！
」
こ
の
歌
を
こ

の
山
の
頂
上
で
不
死
の
薬
と
と
も
に
燃
や
す
よ
う
に
命
じ
ら
れ
た
。

原
文
の
歌
も
脚
注
の
か
た
ち
で
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
帝
の
気
持
ち
は
「
！
」

を
付
し
て
強
い
印
象
を
持
た
せ
ら
れ
て
い
る
。
帝
の
歌
を
焼
く
こ
と
で
、
昇
天

し
た
姫
に
向
っ
て
訴
え
て
い
る
よ
う
な
印
象
が
生
れ
る
。

冒
頭
に
あ
げ
た
ビ
ギ
ナ
ー
ズ
ク
ラ
シ
ッ
ク
ス
は
、
焼
い
た
手
紙
を
「
か
ぐ
や

姫
の
手
紙
」
と
解
釈
し
て
お
り
、
そ
の
こ
と
が
帝
の
い
さ
ぎ
よ
さ
を
読
み
取
る

大
き
な
理
由
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
中
学
校
の
教
室
で
、
古
代
の
し
き
た

り
に
ま
で
思
い
が
及
ば
な
い
に
し
て
も
、
帝
の
訴
え
や
未
練
を
読
み
取
る
方
向

は
許
容
さ
れ
て
よ
い
。
定
説
の
よ
う
に
、
帝
の
「
思
ひ
」
が
立
ち
昇
る
と
い
う

煙
の
喩
に
た
ど
り
着
く
に
は
、
こ
の
手
紙
が
帝
の
歌
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る

こ
と
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。

お
わ
り
に

『
竹
取
物
語
』
最
末
尾
の
帝
が
文
を
焼
く
場
面
は
、「
帝
の
歌
」
を
焼
い
た
こ

と
が
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
帝
の
思
い
（
お
も
ひ
・
火
）
が
富
士
山
頂

か
ら
い
ま
も
空
に
立
ち
昇
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

す
ぐ
れ
た
文
学
作
品
は
、
多
く
の
読
者
を
獲
得
し
、
多
様
な
読
み
を
許
容
し
、

そ
れ
ゆ
え
に
長
い
年
月
を
通
し
て
残
り
続
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
古
典

と
称
さ
れ
る
所
以
で
も
あ
る
。
そ
の
意
味
で
ま
さ
に
『
竹
取
物
語
』
は
古
典
で

逆
に
冒
頭
だ
け
で
な
く
、
求
婚
譚
の
紹
介
が
あ
っ
た
り
、
末
尾
が
引
用
さ
れ
て

解
説
さ
れ
た
り
し
て
い
る
。
小
学
校
で
の
「
か
ぐ
や
ひ
め
」
と
の
相
違
点
が
意

識
的
に
選
び
取
ら
れ
て
お
り
、
結
果
と
し
て
、
文
学
作
品
と
し
て
の
価
値
や
主

題
と
の
関
わ
り
も
意
識
さ
れ
て
い
る
。「
御
文
、
不
死
の
薬
の
壺
並
べ
て
〜
」

の
原
文
を
載
せ
る
の
は
光
村
図
書
だ
け
で
あ
る
が
、
教
育
出
版
・
東
京
書
籍
・

三
省
堂
・
学
校
図
書
の
四
書
も
あ
ら
す
じ
を
解
説
し
て
い
る
。

こ
こ
で
ふ
た
た
び
「
御
文
」
が
、
ｂ
１
か
ぐ
や
姫
の
手
紙
か
、
ｂ
２
帝
の
手

紙
か
、
を
確
認
し
て
み
た
い
。
光
村
図
書
は
、「
御
文
」
が
誰
の
手
紙
を
さ
す

の
か
は
あ
え
て
明
示
し
な
い
が
、
同
じ
出
版
社
の
『
光
村
の
国
語
　
は
じ
め
て

出
会
う
古
典
作
品
集
４
』
は
「
火
を
つ
け
て
燃
や
す
べ
き
よ
し
仰
せ
た
ま
ふ
」

に
「
帝
は
、か
ぐ
や
姫
が
い
な
い
こ
の
世
に
長
く
生
き
て
も
し
か
た
な
い
の
で
、

不
死
の
薬
な
ど
必
要
な
い
と
考
え
て
い
る
。」
と
帝
の
歌
を
意
識
し
た
注
を
付

す
。
教
育
出
版
・
学
校
図
書
は
、「
か
ぐ
や
姫
の
手
紙
」
と
す
る
。
東
京
書
籍

は
「
か
ぐ
や
姫
か
ら
渡
さ
れ
た
不
死
の
薬
も
何
に
な
ろ
う
と
歌
に
詠
み
、
大
勢

の
兵
士
た
ち
を
天
に
一
番
近
い
山
に
登
ら
せ
て
焼
か
せ
ま
し
た
」
と
あ
ら
す
じ

を
書
い
て
お
り
、
手
紙
に
は
触
れ
な
い
が
、
帝
の
歌
に
言
及
し
て
い
る
。
そ
ん

な
な
か
で
、
三
省
堂
の
み
が
明
確
に
「
帝
の
歌
」
を
御
文
と
み
な
し
て
、
一
緒

に
燃
や
す
よ
う
命
じ
た
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
。
こ
れ
は
中
学
教
科
書
の
な
か

で
、
際
立
っ
た
違
い
で
あ
る
。
三
省
堂
は
、
あ
ら
す
じ
と
し
て
以
下
の
よ
う
な

文
章
を
載
せ
る
。

頭
中
将
は
、
薬
と
手
紙
を
帝
に
献
上
し
た
。
…
〈
中
略
〉
…
（
帝
は
）
歌
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妹
尾
先
生
は
か
つ
て
『
竹
取
物
語
』
の
主
題
と
方
法
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
た

際
、「
幼
き
人
」
と
い
う
語
に
注
目
さ
れ
、「
世
俗
的
利
益
に
妄
執
す
る
有
象
無

象
で
も
な
く
、
ま
た
超
俗
・
永
遠
の
解
脱
を
求
め
る
悟
り
す
ま
し
た
聖
人
で
も

な
い
『
幼
き
人
』
こ
そ
、
こ
の
う
え
な
く
魅
力
あ
る
人
間
な
の
だ
と
、
作
者
は

竹
取
翁
の
姿
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
読
者
に
訴
え
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
）
18

（
注

。」

と
述
べ
ら
れ
た
。
人
間
存
在
を
描
く
本
質
こ
そ
が
文
学
作
品
『
竹
取
物
語
』
の

要
で
あ
る
。
竹
か
ら
生
ま
れ
た
冒
頭
だ
け
を
読
ん
で
「
か
ぐ
や
姫
」
の
お
話
の

世
界
に
ひ
き
と
め
ら
れ
る
の
は
、
も
っ
た
い
な
い
。

注（
１
）
角
川
書
店
編
。
な
お
本
書
の
原
文
は
、
室
伏
信
助
訳
注
『
新
版
　
竹
取
物
語
　
現
代

語
訳
付
き
』（
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫2001

）
に
拠
る
。
拙
稿
は
、
こ
の
解
説
批
判
が
本

意
で
は
な
い
。

（
２
）『
竹
取
物
語
本
文
集
成
』（
王
朝
物
語
史
研
究
会
　
勉
誠
出
版2008

）
に
よ
り
伝
本

十
五
種
の
比
較
が
容
易
に
な
っ
た
。
Ａ
部
分
は
、
漢
字
仮
名
の
違
い
を
除
く
と
、「
か

の
た
て
ま
つ
れ
る
ふ
し
の
く
す
り
の
つ
ぼ
そ
へ
て
」（
新
井
本
）、「
か
の
奉
る
薬
に
ま

た
坪
ぐ
し
て
」（
蓬
左
本
）、「
か
の
奉
る
不
死
の
く
す
り
に
文
壺
具
し
て
」（
３
本
）、

と
い
う
状
況
で
あ
る
。
Ｂ
部
分
の
異
同
は
ほ
ぼ
な
く
、御
文
―
文
（
１
本
）・
ナ
シ
（
１

本
）、
壺
―
壺
を
（
１
本
）、
燃
や
す
べ
き
由
―
も
や
す
べ
き
と
（
２
本
）、
燃
や
す
べ

き
由
仰
せ
給
ふ
ー
も
や
す
（
１
本
）
で
あ
る
。

（
３
）
出
典
注
釈
書
は
著
者
と
出
版
年
で
簡
略
に
示
し
た
。
い
ず
れ
も
拙
稿
四
頁
に
正
式
書

名
を
記
す
。
上
坂1999

（『
竹
取
物
語
全
評
釈
　
本
文
評
釈
篇
』
右
文
書
院
）
は
通
行

本
系
の
武
藤
本
を
用
い
る
た
め
入
れ
た
が
、
上
坂1978

（
学
術
文
庫
）
と
上
原2012

あ
る
。

し
か
し
こ
の
教
材
は
、
教
室
で
読
む
に
は
、
多
く
の
難
し
さ
を
抱
え
て
も
い

る
。
最
古
の
物
語
文
学
と
い
う
位
置
づ
け
を
提
示
さ
れ
て
い
な
が
ら
、
私
た
ち

は
江
戸
時
代
の
版
本
に
基
づ
い
て
本
文
を
読
ん
で
い
る
。『
源
氏
物
語
』
を
は

じ
め
、
平
安
期
の
文
学
作
品
か
ら
、
確
か
に
『
竹
取
』
の
影
響
を
看
取
で
き
る

が
、
そ
れ
は
物
語
の
ご
く
一
端
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
、
一
方
で
、
中
世
に
は
竹

取
説
話
と
称
さ
れ
る
伝
承
が
さ
ま
ざ
ま
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
存
在
し
て
い

る
。「
か
ぐ
や
姫
」
と
い
う
お
話
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
さ
れ
、
小
学
校
で

は
そ
れ
を
手
が
か
り
に
冒
頭
文
を
読
む
が
、「
か
ぐ
や
姫
」
の
実
態
は
物
語
の

主
題
に
深
く
入
り
込
む
こ
と
は
な
い
。

〈
伝
統
的
な
言
語
文
化
〉
と
い
う
学
習
指
導
要
領
の
枠
組
み
の
な
か
で
、
系

統
性
を
重
視
す
る
と
、
千
年
前
か
ら
現
代
に
い
た
る
作
品
じ
た
い
の
伝
承
経
路

や
そ
の
享
受
の
様
相
を
直
線
的
に
語
り
た
い
願
望
を
つ
い
持
ち
た
く
な
る
が
、

そ
れ
は
か
な
わ
な
い
問
題
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
教
室
に
多
様
な

解
釈
が
持
ち
込
ま
れ
る
こ
と
じ
た
い
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、そ
こ
に
、

近
代
以
降
の
軌
範
や
価
値
観
、
思
い
込
み
が
、
さ
も
あ
り
な
ん
の
顔
を
し
て
混

じ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
作
品
が
成
立
し
た
時
代
に
お
い
て
解
釈
し
よ
う

と
挑
戦
し
続
け
る
こ
と
と
、
現
代
に
お
い
て
相
対
化
し
つ
つ
鑑
賞
す
る
こ
と
の

い
ず
れ
を
も
許
容
す
る
お
お
き
な
器
量
を
持
っ
て
い
る
の
が
、
古
典
で
あ
る
と

思
う
。
わ
か
り
や
す
さ
を
追
求
す
る
あ
ま
り
、
限
定
的
な
意
訳
を
し
て
本
来
の

含
意
を
失
う
こ
と
が
な
い
よ
う
に
し
た
い
も
の
で
あ
る
。
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（『
奈
良
佐
保
短
期
大
学
研
究
紀
要
』
特
別
号2018

）。
萩
野
敦
子
「〈
愛
〉
な
き
『
竹

取
物
語
』
は
国
語
科
教
材
に
相
応
し
い
か
―
教
科
書
教
材
と
絵
本
「
か
ぐ
や
ひ
め
」

の
現
在
か
ら
―
」（『
言
語
文
化
論
叢
』
16
・
17
号2020

）
な
ど
。

（
18
）
妹
尾
好
信
「「
幼
き
人
」
竹
取
翁
礼
讃
の
書
―
『
竹
取
物
語
』
の
主
題
と
方
法
―
」『
竹

取
物
語
の
視
界
』（
新
典
社1998

）
所
収
。

―
あ
ん
ど
う
・
ゆ
り
こ
、
大
分
大
学
教
育
学
部
・
准
教
授
―

は
古
本
系
本
文
を
底
本
と
す
る
た
め
入
れ
て
い
な
い
。

（
４
）
益
田
勝
美
「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
出
現
―
竹
取
物
語
」。1967

初
出
。『
益
田
勝
美
の

仕
事
２
』（
ち
く
ま
学
芸
文
庫2006

）
所
収
。

（
５
）
横
井
孝
「『
竹
取
物
語
』
の
風
景
―
「
富
士
の
煙
」」『
源
氏
物
語
の
風
景
』（
武
蔵
野

書
院2013
）
所
収
。
千
々
和
到
「『
誓
約
の
場
』
の
再
発
見
―
中
世
民
衆
意
識
の
一
段

面
」（『
日
本
歴
史
』
第
422
号1983

）。

（
６
）
三
谷
邦
明
『
物
語
文
学
の
言
説
』（
有
精
堂1992

）・
小
嶋
菜
温
子
『
か
ぐ
や
姫
幻
想  

皇
権
と
禁
忌
』（
森
話
社1995
）
な
ど
。

（
７
）
上
原
作
和
「
帝
の
求
婚
と
か
ぐ
や
姫
の
昇
天
」。
久
保
堅
一
「『
竹
取
物
語
』の
仏
教
・

神
仙
思
想
」
も
仏
教
・
神
仙
思
想
の
融
合
・
混
交
を
指
摘
す
る
。
と
も
に
『
竹
取
物

語
の
新
世
界
』（
武
蔵
野
書
院2015

）
所
収
。

（
８
）
片
桐
洋
一
『
新
全
集
』
掲
載
参
考
資
料
よ
り
引
用
。
片
桐
『
中
世
古
今
集
注
釈
解
題
』

参
照
。

（
９
）
上
原
作
和
・
安
藤
徹
・
外
山
敦
子
編
『
か
ぐ
や
姫
と
絵
巻
の
世
界
　
一
冊
で
読
む
竹

取
物
語
訳
注
付
』（
武
蔵
野
書
院2012

）。

（
10
）
室
城
秀
之
「
前
期
物
語
と
和
歌
―
竹
取
物
語
か
ら
う
つ
ほ
物
語
へ
」『
源
氏
物
語
と

和
歌
を
学
ぶ
人
の
た
め
に
』（
世
界
思
想
社2007

）
所
収
。

（
11
）
鈴
木
日
出
男
『
古
代
和
歌
史
論
』（
東
京
大
学
出
版
会1990

）
な
ど
。

（
12
）
斉
藤
み
か
『『
竹
取
物
語
』
か
ら
「
か
ぐ
や
姫
」
へ
―
物
語
の
誕
生
と
継
承
』（
東
京

堂
出
版2020

）。

（
13
）
河
添
房
江
『
源
氏
物
語
表
現
史
　
喩
と
王
権
の
位
相
』（
翰
林
書
房1998

）。

（
14
）
天
野
紀
代
子
「「
幻
術
士
か
ら
「
幻
」
へ
」（『
日
本
文
學
誌
要
』
第
76
号2007

）。

（
15
）
勝
亦
志
織
「『
源
氏
物
語
』「
幻
」
巻
論
」（『
学
習
院
大
学
人
文
科
学
論
集
』
15
号

2006

）。

（
16
）
注
12
に
詳
し
い
。

（
17
）宮
川
久
美「
小
学
校
・
中
学
校
古
典
教
材
と
し
て
の『
竹
取
物
語
』に
つ
い
て
の
考
察
」


