
中
原
中
也
の
「
冬
の
長
門
峡
」
を
め
ぐ
っ
て

越

智
　
　
良
　
　
二

　
　
（
国
文
学
研
究
室
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

ま
た
來
ん
春
：

序
　
中
原
中
也
の
第
二
（
そ
し
て
最
後
の
）
詩
集
『
在
り
し
日
の
歌
』
（
昭
和
一
三
年

四
月
、
創
元
社
刊
）
は
、
「
亡
き
兜
文
也
の
蜜
に
捧
ぐ
」
と
い
う
献
辞
を
持
っ
て
い

る
。
中
也
の
長
男
文
也
の
死
は
昭
和
＝
年
一
一
月
一
〇
日
の
こ
と
で
あ
る
が
、
よ

く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
、
生
が
稀
薄
化
し
所
謂
在
り
し
日
の
氾
濫
に
苦

し
ん
で
い
た
晩
年
の
中
也
を
精
神
病
院
入
院
に
追
い
込
み
、
そ
の
退
院
後
も
中
也
自

身
を
死
に
到
ら
し
め
た
、
決
定
的
な
事
件
で
あ
っ
た
。
本
稿
で
は
、
そ
う
し
た
中
也

が
書
い
た
文
也
追
悼
詩
の
中
か
ら
幾
つ
か
の
作
品
を
撰
び
、
特
に
「
冬
の
長
門
峡
」

（
以
下
「
長
門
峡
」
と
略
す
）
に
関
し
、
若
干
の
考
察
を
試
み
て
み
た
い
と
思
う
。

第
一
章
　
　
「
長
門
峡
」
ま
で

ま
た
來
ん
春
と
人
は
云
ふ

し
か
し
私
は
辛
い
の
だ

春
が
來
た
っ
て
何
に
な
ろ

あ
の
子
が
返
っ
て
亘
る
ぢ
や
な
い

お
も
へ
ぼ
今
年
の
五
月
に
は

お
ま
へ
を
抱
い
て
動
物
園

　
　
　
　
　
　
に
や
あ

象
を
見
せ
て
も
猫
と
い
ひ

　
　
　
　
　
　
に
や
あ

鳥
を
見
せ
て
も
猫
だ
つ
た

最
後
に
み
せ
た
鹿
だ
け
は

角
に
よ
つ
ぼ
ど
惹
か
れ
て
か

何
と
も
云
は
ず
　
眺
め
て
た

1

中
原
中
也
の
「
冬
の
長
門
峡
」
を
め
ぐ
っ
て



越
　
　
智
　
　
良
　
　
二

ほ
ん
に
お
ま
へ
も
あ
の
時
は

此
の
世
の
光
の
た
ゴ
中
に

立
っ
て
眺
め
て
み
た
つ
け
が
：

「
ま
た
來
ん
春
…
…
」
（
以
下
「
ま
た
来
ん
春
」
と
略
す
）
が
書
か
れ
た
の
は
、
角

川
版
『
中
原
中
也
全
集
』
編
者
に
よ
っ
て
、
文
也
の
死
と
雑
誌
締
め
切
り
ま
で
の
間
、

即
ち
、
昭
和
二
年
＝
月
中
旬
か
ら
一
二
月
中
旬
ま
で
の
こ
と
と
推
定
さ
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
や
あ

る
が
、
こ
の
詩
の
中
で
「
お
も
へ
ぼ
今
年
の
五
月
に
は
…
象
を
見
せ
て
も
猫
と
い
ひ
」

云
々
の
章
句
は
、
同
じ
昭
和
一
一
年
一
二
月
に
書
か
れ
た
「
夏
の
夜
の
博
覧
會
は
か

な
し
か
ら
ず
や
」
（
以
下
「
博
覧
会
」
と
略
す
）
の
中
で
「
女
房
買
物
を
な
す
間
、

…
象
の
前
に
僕
と
坊
や
と
は
み
ぬ
」
云
々
と
歌
わ
れ
た
別
の
事
実
を
連
想
さ
せ
た
り

も
す
る
。
こ
の
「
博
覧
会
」
に
就
い
て
は
後
述
す
る
予
定
だ
が
、
こ
の
作
品
中
で
も

「
ま
た
来
ん
春
」
の
中
で
も
、
亡
ぎ
児
文
也
は
「
此
の
世
の
光
の
た
ゴ
中
に
」
生
き

て
い
る
。
即
ち
、
文
也
は
光
に
包
ま
れ
て
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
「
ま

た
来
ん
春
」
に
引
き
続
い
て
書
か
れ
た
と
想
わ
れ
る
「
月
の
光
」
連
作
の
中
で
は
、

文
也
は
、
も
う
、
光
の
中
で
存
在
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
な
い
。

　
　
　
　
ハ
　
ヨ
　

月
の
光
　
そ
の
一

月
の
光
が
照
っ
て
み
た

月
の
光
が
照
っ
て
み
た

　
　
　
　
　
く
さ
む
ら

お
庭
の
隅
の
草
叢
に

隠
れ
て
み
る
の
は
死
ん
だ
児
だ

月
の
光
が
照
っ
て
み
た

月
の
光
が
照
っ
て
み
た

お
や
、
チ
ル
シ
ス
と
ア
マ
ン
ト
が

芝
生
の
上
に
出
て
來
て
る

ギ
タ
ア
を
持
っ
て
は
総
て
み
る
が

お
つ
ぼ
り
出
し
て
あ
る
ぽ
か
り

月
の
光
が
照
っ
て
み
た

月
の
光
が
照
っ
て
み
た

此
処
で
は
、
も
う
文
也
は
「
死
ん
だ
児
」
と
し
て
「
お
庭
の
隅
の
草
叢
に
／
隠
れ
て

み
る
」
他
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
六
度
の
リ
フ
レ
イ
ン
に
よ
っ
て
月
の
光
は

作
中
世
界
に
氾
濫
す
る
が
、
そ
れ
は
、
死
児
の
隠
れ
て
い
る
陰
の
部
分
の
コ
ン
ト
ラ

ス
ト
を
強
め
る
も
の
X
よ
う
で
あ
る
。
北
川
透
は
、
こ
の
作
中
世
界
を
一
種
の
幻
想

風
景
と
見
て
、
次
の
よ
う
な
感
想
を
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
さ
む
ら

…
そ
の
幻
視
の
な
か
の
黒
い
痛
点
を
、
《
お
庭
の
隅
の
草
叢
に
／
隠
れ
て
み
る

の
は
死
ん
だ
児
だ
》
と
う
た
う
た
め
に
は
、
《
月
の
光
が
照
っ
て
み
た
》
の
リ

フ
レ
イ
ン
を
多
用
し
て
、
作
品
の
な
か
に
光
を
遍
満
さ
せ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

な
ぜ
な
ら
、
や
わ
ら
か
い
月
の
光
の
部
分
が
消
滅
す
れ
ぽ
、
ま
た
、
〈
死
児
〉

の
か
く
れ
て
い
る
闇
も
消
え
失
せ
な
い
わ
げ
に
ぽ
い
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま

さ
に
、
《
死
ん
だ
児
》
の
隠
れ
て
い
る
闇
を
作
品
の
な
か
に
つ
な
ぎ
と
め
て
お

く
た
め
に
、
〈
月
の
光
〉
は
仮
構
の
光
と
し
て
こ
の
作
品
に
降
り
注
ぎ
続
け
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
ヨ
ソ

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
（
「
天
使
と
子
供
」
）

2



論
者
の
印
象
は
北
川
の
其
れ
と
は
微
妙
に
食
い
違
う
の
だ
が
、
月
の
光
が
死
児
の
隠

れ
て
い
る
陰
の
部
分
を
存
立
せ
し
め
る
と
い
う
点
で
は
同
感
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
、

又
、
無
論
の
こ
と
だ
が
、
こ
の
作
中
世
界
全
体
を
一
種
の
仮
構
世
界
と
見
る
点
で
も

同
感
で
あ
る
。
吉
田
熈
生
は
、
こ
の
「
月
の
光
」
の
風
景
全
体
を
「
他
界
」
と
見
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
る
　

死
児
の
潜
む
草
叢
を
「
他
界
の
中
の
他
界
」
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
庭
に
は
連
作
「
そ

の
二
」
に
お
い
て
、
沈
黙
を
破
り
幾
つ
か
の
動
き
も
現
れ
る
の
で
、
こ
の
風
景
全
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を
「
他
界
」
と
す
る
に
は
梢
々
躊
躇
を
覚
え
る
。
未
だ
其
の
存
在
を
確
認
出
来
な
い

死
児
の
隠
れ
て
い
る
草
叢
は
、
寧
ろ
、
「
仮
構
の
中
の
他
界
」
と
で
も
呼
べ
ば
よ
い

の
で
あ
ろ
う
か
。

　
そ
れ
は
扱
措
き
、
こ
の
庭
が
仮
構
の
世
界
と
感
じ
ら
れ
る
の
は
、
無
論
、
チ
ル
シ

ス
や
ア
マ
ン
ト
と
い
っ
た
遠
く
ヴ
ェ
ル
ギ
リ
ゥ
ス
や
タ
ッ
ソ
ー
の
古
代
牧
歌
に
現
れ

る
牧
童
が
登
場
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
が
、
更
に
「
そ
の
一
」
が
、
殆
ど
無
音
の
世

界
と
し
て
立
ち
現
れ
て
く
る
為
で
あ
ろ
う
。
こ
の
詩
の
発
想
の
根
底
に
ヴ
ェ
ル
レ
ー

ヌ
の
「
マ
ン
ド
リ
ン
」
（
ζ
諺
Z
U
O
口
乞
国
）
が
あ
る
の
は
確
実
だ
が
、
そ
れ
は
、

こ
れ
は
チ
ル
シ
ス
　
あ
れ
は
ア
マ
ン
ト

こ
れ
は
と
わ
に
若
や
ぐ
ク
リ
タ
ン
ド
ル

バ
う
い
ろ
の
　
愛
い
ろ
の
　
月
の

慨
惚
と
照
る
な
か
に
　
う
ず
ま
い
て

そ
よ
風
の
わ
な
な
く
な
か
に

マ
ン
ド
リ
ン
　
さ
ん
ざ
め
き
鳴
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
橋
本
一
明
訳
）

Q
Φ
ω
け
目
a
ω
①
叶
。
、
①
ω
け
》
巳
暮
ρ

国
け
。
、
Φ
ω
け
一
、
曾
Φ
苫
9
Ω
詳
餌
p
脅
ρ

円
0
5
同
ぽ
＝
O
昌
ロ
Φ
〇
一
α
餌
昌
ω
一
㎡
×
什
餌
の
Φ

∪
、
＝
知
足
器
δ
ω
①
卑
σ
q
ユ
ω
ρ

受
け
訂
ヨ
き
自
。
出
器
宣
ω
Φ

勺
鋤
「
日
圃
寄
の
ヰ
誌
ω
O
嵩
ω
島
①
び
鴨
一
の
①
曾

と
い
っ
た
世
界
で
あ
り
、
官
能
的
な
マ
ン
ド
リ
ン
の
響
き
が
押
す
る
の
で
あ
る
。
そ

れ
に
比
し
「
月
の
光
」
の
作
中
世
界
で
は
、
「
ギ
タ
ア
を
持
っ
て
は
來
て
る
る
が
／

お
つ
ぼ
り
出
し
て
あ
る
ぽ
か
り
」
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
無
音
の
世
界
の
静

寂
ぶ
り
を
強
め
る
の
が
月
の
光
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
月
の
光
の
六
度
の
リ
フ
レ
イ
ン
は
稽
々
異
様
で
あ
る
。
こ

れ
は
、
一
体
何
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
抑
々
リ
フ
レ
イ
ン
と
は
、
人
が
其

の
感
情
の
極
に
お
い
て
語
る
べ
き
言
葉
を
失
い
、
空
し
く
同
句
反
復
を
続
け
る
と
い

っ
た
態
の
も
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
、
こ
の
異
様
な
リ
フ
レ
イ
ン
の
背
後
に
は
、
愛
児

文
也
の
死
に
注
ぐ
中
也
の
悲
し
み
が
溢
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
文
也
の

遺
骸
に
取
り
縄
っ
て
仲
々
に
納
棺
を
許
さ
な
か
っ
た
と
い
う
中
也
の
思
い
が
、
月
の

光
と
な
っ
て
懸
命
に
陰
の
部
分
に
い
る
死
児
を
照
ら
し
出
そ
う
と
す
る
か
の
如
く
で

あ
る
。
即
ち
、
月
の
光
と
は
中
也
の
悲
し
み
の
象
徴
で
あ
っ
て
、
さ
れ
ば
こ
そ
、
そ

れ
は
、
果
て
し
な
く
繰
り
返
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
無
論
、
一

度
死
ん
だ
文
也
が
生
き
返
る
筈
も
な
く
、
月
の
光
は
、
永
久
に
陰
の
部
分
に
届
く
筈

も
な
い
。
そ
し
て
、
結
果
と
し
て
、
こ
の
月
の
光
の
リ
フ
レ
イ
ン
は
、
繰
り
返
さ
れ

鼠
ば
繰
り
返
さ
れ
る
程
陰
の
部
分
を
際
立
た
せ
る
他
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て

こ
の
明
と
暗
の
世
界
の
乖
離
は
、
「
月
の
光
　
そ
の
二
」
に
到
っ
て
よ
り
決
定
的
な
も

の
と
な
っ
て
ゆ
く
。

月
の
光
　
そ
の
二

3

中
原
中
也
の
「
冬
の
長
門
峡
」
を
め
ぐ
っ
て



越
　
　
智
　
　
良
　
　
二

お
Σ
チ
ル
シ
ス
と
ア
マ
ン
ト
が

庭
に
出
て
來
て
遊
ん
で
る

ほ
ん
に
今
夜
は
春
の
宵

　
　
　
　
　
　
　
も
や
け

な
ま
あ
っ
た
か
い
舗
も
あ
る

月
の
光
に
照
ら
さ
れ
て

庭
の
ベ
ン
チ
の
上
に
み
る

ギ
タ
ア
が
そ
ば
に
は
あ
る
け
れ
ど

い
っ
か
う
弾
き
出
し
さ
う
も
な
い

芝
生
の
む
か
ふ
は
森
で
し
て

と
て
も
黒
々
し
て
ゐ
ま
す

お
x
チ
ル
シ
ス
と
ア
マ
ン
ト
が

こ
そ
こ
そ
話
し
て
み
る
間

森
の
中
で
は
死
ん
だ
子
が

　
　
　
　
ヨ
し
ゃ
が
　

螢
の
や
う
に
鱒
ん
で
る

此
処
で
は
、
先
ず
、
月
の
光
の
リ
フ
レ
イ
ン
が
完
全
に
消
失
し
て
い
る
こ
と
に
注
意

す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
先
述
の
如
く
、
月
の
光
は
、
中
也
の
文
也
に
注
ぐ
哀
情
の
象
徴

で
あ
っ
た
が
、
で
は
、
こ
の
リ
フ
レ
イ
ン
の
消
失
は
、
中
也
の
悲
し
み
の
消
失
を
意

味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
決
し
て
そ
う
で
は
あ
る
ま
い
。
恐
ら
く
、
中
也
は
、

リ
フ
レ
イ
ン
の
出
現
と
消
失
と
い
う
過
程
を
経
て
其
の
悲
し
み
を
よ
り
深
化
さ
せ
た

の
で
あ
ろ
う
。
と
言
う
の
も
、
人
は
リ
フ
レ
イ
ン
と
い
う
詠
嘆
的
行
為
の
中
で
、
放

心
の
裡
に
も
、
そ
の
激
情
の
由
っ
て
来
る
処
を
再
確
認
し
、
追
認
し
、
受
容
せ
ざ
る

を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
詰
り
、
中
也
は
、
死
児
に
降
り
注
い
だ
月
の
光
が
、
遂
に

草
叢
の
陰
に
到
達
し
得
な
い
事
実
を
容
認
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
こ
う
し
て
其
の
悲
し
み
は
、
詩
人
の
魂
の
内
に
吸
収
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
う
し
て
「
月
の
光
　
そ
の
こ
に
対
比
的
に
現
れ
て
い
た
明
・
暗
二
つ
の
世
界
の

距
離
は
、
よ
り
決
定
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
即
ち
、
「
そ
の
二
」
に
お
い
て
は
、

月
光
に
照
ら
し
出
さ
れ
た
庭
の
上
に
は
、
「
そ
の
一
」
か
ら
引
き
続
い
て
月
の
妖
精

の
よ
う
な
チ
ル
シ
ス
と
ア
マ
ン
ト
が
遊
ん
で
お
り
、
ギ
タ
ア
も
掻
き
鳴
ら
さ
れ
そ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
や
　

に
は
な
い
の
だ
が
、
然
し
、
其
処
に
は
春
の
夜
の
「
な
ま
あ
っ
た
か
い
鵠
」
が
漂
い

始
め
、
動
き
出
し
た
二
人
の
話
し
声
が
響
き
始
め
る
。
そ
う
し
て
、
こ
れ
ま
で
草
叢

の
陰
に
隠
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
死
児
が
、
芝
生
の
向
こ
う
の
「
黒
々
」
と
し
た
森

に
後
退
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
仮
構
の
世
界
の
中
で
明
と
暗
の
二
つ
の
部
分
は
決
定
的
に
乖
離
し
、
こ

の
よ
う
な
過
程
を
経
て
、
草
叢
の
死
児
は
森
の
中
で
螢
と
化
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
も
う
、
月
の
光
の
遠
く
及
ば
な
い
世
界
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
中
也
の

存
在
す
る
世
界
と
は
別
の
世
界
の
開
示
で
も
あ
る
。
そ
し
て
、
暗
い
森
の
中
で
此
の

世
な
ら
ぬ
微
光
を
明
滅
さ
せ
る
螢
は
、
昇
天
す
る
文
也
の
魂
の
光
で
あ
り
、
生
の
世

界
に
留
ま
る
中
也
へ
の
最
後
の
発
信
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
こ
の
螢
は
未

だ
「
樽
ん
で
る
」
こ
と
に
よ
り
、
中
也
が
文
也
の
昇
天
を
完
全
に
見
届
け
、
そ
の
悲

哀
を
昇
華
し
蓋
し
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ぽ
、
中
也
は
、

未
だ
祈
り
の
内
に
安
ら
ぎ
を
覚
え
る
に
は
到
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
幾

度
か
点
り
幾
度
か
消
え
る
螢
の
光
は
、
今
に
も
消
え
入
っ
て
永
遠
に
失
わ
れ
て
し
ま

い
そ
う
で
あ
り
、
そ
れ
を
見
る
中
也
の
心
の
波
立
ち
は
、
尚
も
治
ま
り
切
っ
て
は
い

な
い
。
「
月
の
光
」
連
作
全
体
の
異
様
に
不
安
な
印
象
は
、
こ
の
中
也
の
心
の
揺
曳

に
起
因
す
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

4



　
以
上
、
「
ま
た
来
ん
春
」
の
光
の
中
に
包
ま
れ
て
い
た
文
也
が
、
「
月
の
光
」
の
リ

フ
レ
イ
ン
を
経
て
螢
と
化
す
る
過
程
を
辿
っ
て
み
た
。
そ
の
リ
フ
レ
イ
ン
は
、
丸
で

文
也
の
中
か
ら
生
を
抜
き
取
り
、
他
界
に
遊
ぶ
螢
に
変
身
さ
せ
た
か
の
如
く
で
あ
る

が
、
こ
う
し
た
推
移
は
、
次
に
見
る
「
博
覧
会
」
か
ら
「
長
門
峡
」
草
稿
を
経
て
決

定
稿
に
到
る
過
程
に
お
い
て
も
、
よ
り
高
次
な
展
開
を
遂
げ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ

れ
る
。第

二
章
　
　
「
長
門
峡
」
に
て

夏
の
夜
の
博
覧
會
は
か
な
し
か
ら
ず
や
（
未
刊
詩
篇
）

一

夏
の
夜
の
博
覧
會
は
、
哀
し
か
ら
ず
や

雨
ち
よ
と
降
り
て
、
や
が
て
も
あ
が
り
ぬ

夏
の
夜
の
、
博
覧
會
は
、
哀
し
か
ら
ず
や

女
房
買
物
を
な
す
間
、
か
な
し
か
ら
ず
や

象
の
前
に
僕
と
坊
や
と
は
み
ぬ
、

　
　
し
ゃ
が
り

二
人
躇
ん
で
ゐ
ぬ
、
か
な
し
か
ら
ず
や
、
や
が
て
女
房
き
ぬ

三
人
博
覧
會
を
出
で
ぬ
か
な
し
か
ら
ず
や

ら
し
の
ば
ず
り

不
忍
ノ
池
の
前
に
立
ち
ぬ
、
坊
や
眺
め
て
あ
り
ぬ

そ
は
坊
や
の
見
し
、
水
の
中
に
て
最
も
大
な
る
も
の
な
り
き
、
か
な
し
か
ら
ず
や
、

髪
毛
風
に
吹
か
れ
つ

見
て
あ
り
ぬ
、
見
て
あ
り
ぬ
、
か
な
し
か
ら
ず
や

そ
れ
よ
り
手
を
引
き
て
歩
き
て

廣
小
路
に
出
で
ぬ
、
か
な
し
か
ら
ず
や

廣
小
路
に
て
玩
具
を
買
ひ
ぬ
、
兎
の
玩
具
か
な
し
か
ら
ず
や

2

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
き
ね

そ
の
日
博
覧
會
に
入
り
し
ば
か
り
の
刻
は

　
　
　
　
　
　
　
あ
か
り

な
ほ
明
る
く
、
圭
旦
の
明
あ
り
ぬ
、

　
　
　
み
た
り

わ
れ
ら
三
人
飛
行
機
に
の
り
ぬ

例
の
廻
旋
す
る
飛
行
機
に
の
り
ぬ

飛
行
機
の
夕
空
に
め
ぐ
れ
ぽ
、

四
園
の
燈
光
ま
た
夕
空
に
め
ぐ
り
ぬ

　
　
　
　
こ
ん
じ
や
う
ロ

タ
空
は
、
紺
青
の
色
な
り
き

　
　
　
ロ
か
ひ
ボ
タ
ン
　

燈
光
は
、
貝
釦
の
色
な
り
き

そ
の
時
よ
、

そ
の
時
よ
、

そ
の
時
よ
、

そ
の
時
よ
、

坊
や
見
て
あ
り
ぬ

め
ぐ
る
釦
を

坊
や
み
て
あ
り
ぬ

紺
青
の
空
！

（
一

緕
O
六
・
一
二

二
四
）

5

中
原
中
也
の
「
冬
の
長
門
峡
」
を
め
ぐ
っ
て



越
　
　
智
　
　
良
　
　
二

こ
の
「
博
覧
会
」
は
、
中
也
の
「
日
記
」
．
（
文
也
の
一
生
）
に
徴
し
て
み
れ
ば
、
「
七

月
末
日
萬
國
博
絶
筆
に
ゆ
き
サ
ー
カ
ス
を
み
る
。
飛
行
機
に
の
る
。
坊
や
喜
び
ぬ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

蹄
途
不
忍
池
を
貫
く
路
を
通
る
。
上
野
の
夜
店
を
み
る
。
」
と
い
う
記
載
に
照
応
す

る
も
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
こ
の
昭
和
＝
年
七
月
末
に
は
万
国
博
覧
会
は
開
催
さ

れ
て
お
ら
ず
、
ど
う
も
此
れ
は
五
月
の
躍
進
工
業
博
覧
会
の
記
憶
違
い
で
あ
る
ら

　
ほ
ま
ア
　

し
い
。
と
す
れ
ぽ
、
こ
れ
は
、
又
、
「
お
も
へ
ば
今
年
の
五
月
」
「
ま
た
来
ん
春
」
の

こ
と
と
な
ろ
う
。
そ
れ
は
扱
措
き
、
此
処
で
注
意
さ
れ
る
の
は
、
文
也
が
、
先
の
「
ま

た
来
ん
春
」
の
中
と
同
じ
く
、
夕
空
に
残
る
昼
の
明
り
と
燈
光
の
光
に
包
ま
れ
て
生

き
て
い
る
こ
と
、
即
ち
、
こ
の
世
の
光
の
中
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

作
品
自
体
は
決
し
て
完
成
度
の
高
い
も
の
で
は
な
く
、
日
記
風
の
生
活
事
実
に
「
か

な
し
か
ら
ず
や
」
の
詠
嘆
を
付
加
し
た
だ
け
の
も
の
で
あ
る
が
、
中
也
は
、
こ
の
草

稿
を
昭
和
＝
年
一
二
月
二
二
日
（
乃
至
は
二
四
日
）
に
書
き
、
更
に
、
二
四
日
に

推
敲
を
加
え
て
現
在
の
形
に
到
ら
し
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
推
敲
過
程
は
、
要

約
す
れ
ぽ
「
か
な
し
か
ら
ず
や
」
の
リ
フ
レ
イ
ン
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
ら

し
い
。
そ
の
草
稿
を
見
た
大
岡
昇
平
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
う
め

こ
の
坤
き
声
の
よ
う
な
ル
フ
ラ
ン
は
、
中
原
の
悲
哀
か
ら
、
自
然
に
出
て
来
た

も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
効
果
を
お
そ
ら
く
、
中
原
の
詩
人
の
眼
は
す
ぐ

認
め
た
。
（
中
略
）
「
夏
の
夜
の
博
覧
会
は
」
二
十
四
日
に
推
敲
さ
れ
、
「
か
な

し
か
ら
ず
や
」
の
ル
フ
ラ
ン
は
増
え
て
、
現
存
の
形
に
な
っ
た
。
（
「
在
り
し
日

　
　
　
き
ロ

の
歌
」
）

全
く
同
感
だ
か
ら
で
あ
る
。
前
章
に
詳
述
し
た
如
く
、
リ
フ
レ
イ
ン
と
い
う
も
の
x

詠
嘆
的
性
格
を
考
え
れ
ば
、
そ
れ
は
、
直
ぐ
に
首
肯
出
来
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。

だ
が
、
大
岡
の
言
う
「
詩
人
の
眼
」
が
働
き
、
リ
フ
レ
イ
ン
が
此
の
詩
の
完
成
に
効

果
を
齎
し
た
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
甚
だ
疑
問
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
矢
張
り
、
リ
フ

レ
イ
ン
の
錯
乱
と
も
い
う
べ
き
状
況
で
あ
り
、
中
也
の
悲
哀
は
詩
的
技
法
に
関
す
る

努
力
に
先
行
し
て
、
こ
の
錯
乱
を
齎
し
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

　
そ
し
て
問
題
は
、
こ
の
「
博
覧
会
」
の
推
敲
が
行
わ
れ
た
の
と
同
じ
日
に
、
「
長

門
峡
」
の
草
稿
が
書
か
れ
て
い
る
事
実
で
あ
る
。
以
下
に
其
れ
を
示
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　

冬
の
長
門
峡
（
第
一
稿
）

長
門
峡
に
、
水
は
流
れ
て
あ
り
き
。

寒
い
寒
い
日
な
り
き
。

わ
れ
は
料
亭
に
あ
り
ぬ
、
酒
酌
み
て
あ
り
ぬ
。

わ
れ
の
ほ
か
客
と
て
も
な
か
り
き
、

寒
い
寒
い
日
な
り
き
。

　
ロ
あ
た
か
ヤ

水
は
恰
も
、
魂
で
も
あ
る
も
の
の
如
く
、

流
れ
流
れ
て
あ
り
ぬ
。

寒
い
寒
い
日
な
り
き
。

6

大
岡
の
論
点
は
、
こ
の
「
博
覧
会
」
の
リ
フ
レ
イ
ン
と
後
述
す
る
「
長
門
峡
」
の
其

れ
と
の
差
異
を
述
べ
る
処
に
あ
る
の
だ
が
、
今
「
博
覧
会
」
に
限
っ
て
言
え
ば
、
論

者
は
、
大
岡
の
意
見
に
半
ば
だ
け
賛
成
で
あ
る
。
と
言
う
の
も
、
こ
の
「
か
な
し
か

ら
ず
や
」
の
リ
フ
レ
イ
ン
が
中
也
の
自
然
に
発
し
た
「
陣
き
声
」
だ
と
い
う
点
に
は

　
　
　
マ
マ
　
　
　
　
　
　
　
ひ
か
り

や
が
て
密
柑
の
如
き
夕
陽

欄
干
に
射
し
て
そ
ひ
ぬ

寒
い
寒
い
日
な
り
き
。



あ
x
、
そ
の
や
う
な
時
も
あ
り
ぎ
。

寒
い
寒
い
日
な
り
き
。

あ
N
、
そ
の
や
う
な
時
も
あ
り
き
。

寒
い
寒
い
日
な
り
き
。

（
一

緕
O
六
、
　
一
二
、
二
四
）

明
白
な
文
也
の
追
悼
詩
で
あ
る
「
博
覧
会
」
と
は
違
っ
て
、
「
長
門
峡
」
は
、
必
ず

し
も
文
也
に
直
結
さ
せ
て
読
む
必
要
の
な
い
作
品
で
あ
る
。
だ
が
、
珍
し
く
共
に
草

稿
が
毛
筆
で
書
か
れ
た
此
れ
ら
二
つ
の
作
品
は
、
一
読
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
執
拗

に
繰
り
返
さ
れ
る
リ
フ
レ
イ
ン
を
共
有
し
、
作
者
の
同
じ
心
の
高
鳴
り
を
反
映
し
た

も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
る
。
即
ち
、
先
の
「
博
覧
会
」
で
は
「
か
な
し
か
ら
ず
や
」

と
繰
り
返
さ
れ
た
リ
フ
レ
イ
ン
が
、
「
長
門
峡
」
で
は
「
寒
い
寒
い
日
な
り
き
」
と

い
う
リ
フ
レ
イ
ン
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
此
処
に
は
、
矢
張
り
、
或

る
感
情
の
極
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
作
者
を
放
心
の
内
に
空
し
い
同
句
反
復
に
到
ら
し

め
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
し
て
、
こ
の
「
寒
い
日
」
の
リ
フ
レ
イ
ン
は
、
正
に
、
在
り
し
日
の
奔
る
時
間

と
空
間
と
を
創
り
出
す
も
の
で
あ
る
が
、
単
に
其
れ
に
留
ま
ら
ず
、
中
也
の
深
い
孤

独
と
悲
哀
を
表
現
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
と
言
う
の
も
、
中
也
に
と
っ
て
は
、

「
寒
い
」
と
い
う
言
葉
が
、
「
寒
い
夜
の
自
画
像
」
等
の
作
品
に
よ
っ
て
も
明
ら
か

な
よ
う
に
特
別
な
深
い
孤
独
の
思
い
を
含
ん
だ
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
恐
ら
く
、
此

処
に
歌
わ
れ
た
「
寒
い
日
」
は
、
単
な
る
現
実
の
過
去
の
一
日
と
い
う
よ
り
も
、
詩

人
に
よ
っ
て
仮
構
さ
れ
た
心
象
の
中
の
一
日
で
あ
り
、
中
也
は
こ
の
リ
フ
レ
イ
ン
に

よ
っ
て
懸
命
に
其
の
到
達
不
可
能
な
日
に
立
ち
返
ろ
う
と
し
て
い
る
か
の
如
く
で
も

あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
あ
の
錯
誤
に
よ
る
幻
の
「
七
月
末
日
」
の
「
博
覧
会
」

の
日
の
よ
う
に
、
中
也
が
文
也
と
共
に
生
き
、
共
に
光
に
包
ま
れ
て
い
た
「
あ
の
時
」

へ
の
思
い
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　
確
か
に
、
「
長
門
峡
」
は
、
夏
の
「
博
覧
会
」
と
は
違
っ
て
冬
の
風
景
を
歌
っ
た

作
品
で
あ
り
、
舞
台
も
東
京
と
山
口
と
い
う
風
に
異
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
れ
等

二
つ
の
作
品
は
、
次
の
よ
う
な
点
で
共
通
し
て
い
る
。
先
ず
第
一
に
、
双
方
土
ハ
そ
れ

が
現
実
の
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
過
去
の
或
る
時
間
を
回
想
す
る
と

い
う
発
想
に
よ
っ
て
書
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
博
覧
会
」
の
「
そ
の

時
よ
、
紺
青
の
空
」
（
草
稿
で
は
「
そ
の
時
よ
、
紺
青
の
時
」
）
と
い
う
表
現
は
、
そ

の
儘
「
長
門
峡
」
の
「
あ
エ
、
そ
の
や
う
な
時
も
あ
り
き
」
に
重
な
る
も
の
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
か
ら
第
二
に
、
「
博
覧
会
」
で
は
、
飛
行
機
に
乗
っ
た
文
也
が
夕
空
の
中

を
廻
る
の
に
対
し
、
「
長
門
峡
」
で
も
蜜
柑
の
如
き
夕
陽
が
夕
空
に
現
れ
る
の
で
あ

る
。
詰
り
、
両
作
品
は
夕
陽
や
夕
空
を
共
有
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
夕
陽
は
、

や
が
て
「
長
門
峡
」
決
定
稿
の
中
で
一
層
輝
ぎ
を
増
し
て
ゆ
く
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

冬
の
長
門
峡

　
　
　
　
り
　

（
決
定
稿
）

長
門
峡
に
、
水
は
流
れ
て
あ
り
に
け
り
。

寒
い
寒
い
日
な
り
き
。

わ
れ
は
料
亭
に
あ
り
ぬ
。

　
　
く
り

酒
酌
み
て
あ
り
ぬ
。

わ
れ
の
ほ
か
別
に
、

客
と
て
も
な
か
り
け
り
。

　
　
　
あ
た
か
ら

水
は
、
恰
も
魂
あ
る
も
の
の
如
く
、

流
れ
流
れ
て
あ
り
に
け
り
。

7

中
原
中
也
の
「
冬
の
長
門
峡
」
を
め
ぐ
っ
て



越
　
　
智
　
　
良
　
　
二

　
　
　
　
み
か
ん
　
マ
マ

や
が
て
も
密
柑
の
如
き
夕
陽
、

欄
干
に
ご
ぼ
れ
た
り
。

第
三
章
　
　
「
長
門
峡
」
か
ら

「
長
門
峡
」
に
つ
い
て
、
曽
て
河
上
徹
太
郎
は
次
の
よ
う
に
書
い
た
。

あ
Σ
！
　
　
　
そ
の
や
う
な
時
も
あ
り
き
、

寒
い
寒
い
　
日
な
り
き
。

推
敲
は
各
所
に
及
ん
で
い
る
が
、
何
と
言
っ
て
も
一
番
大
き
な
異
同
は
、
第
一
稿
の

第
二
、
第
三
、
第
四
連
に
付
い
て
い
た
「
寒
い
寒
い
日
な
り
き
」
が
削
除
さ
れ
た
こ

と
で
あ
る
。
更
に
、
第
五
連
で
は
強
調
マ
ー
ク
や
棒
線
が
付
加
さ
れ
、
第
六
連
が
そ

っ
く
り
消
去
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
て
作
品
は
、
「
博
覧
会
」
以
来
引

き
摺
っ
て
い
た
導
き
声
の
よ
う
な
悲
調
を
脱
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
、
無
論
、

中
也
の
悲
し
み
の
消
失
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
最
早
や
詳
し
く
再

説
す
る
必
要
も
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
此
処
に
は
、
矢
張
り
感
情
の
極
を
通
過
し
て
其

の
激
情
の
原
因
を
再
確
認
し
、
追
認
し
、
受
容
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
過
程
が
存

在
し
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
あ
の
「
ま
た
来
ん
春
」
か
ら
「
月
の
光
　
そ
の
二
」

に
到
る
過
程
と
対
応
す
る
も
の
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
「
ま
た
来
ん
春
」

の
中
で
光
に
包
ま
れ
て
い
た
文
也
が
、
「
月
の
光
　
そ
の
二
の
リ
フ
レ
イ
ン
を
経
て

螢
と
化
し
た
よ
う
に
、
此
処
で
も
、
「
博
覧
会
」
の
中
で
夕
空
の
光
に
包
ま
れ
て
い

た
文
也
が
、
リ
フ
レ
イ
ン
を
経
て
蜜
柑
の
如
き
夕
陽
に
変
身
し
た
よ
う
に
さ
え
思
わ

れ
る
。
こ
う
し
て
現
れ
て
き
た
夕
陽
に
つ
い
て
、
論
者
は
、
章
を
改
め
て
眺
め
直
し

て
み
た
い
と
思
う
。
「
長
門
峡
」
決
定
稿
の
作
中
世
界
で
、
「
寒
い
日
」
の
リ
フ
レ
イ

ン
の
消
失
に
よ
っ
て
、
夕
陽
は
其
の
相
対
的
な
比
重
を
増
し
、
輝
き
を
増
し
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。

な
ま
じ
っ
か
何
も
お
膳
立
を
し
な
い
で
、
水
と
夕
日
と
自
分
だ
け
出
し
て
い
る

の
で
、
水
が
彼
の
心
を
つ
つ
抜
け
に
洗
っ
て
い
る
よ
う
で
、
や
が
て
水
の
代
り

に
「
時
間
」
が
果
て
な
く
流
れ
出
す
の
で
あ
る
。
（
「
日
本
の
ア
ウ
ト
サ
イ

　
　
　
ロ
　

ダ
ー
」
）

こ
の
意
見
に
対
し
、
篠
田
一
士
は
次
の
よ
う
な
反
論
を
書
い
て
い
る
。

こ
の
長
門
峡
に
は
水
は
流
れ
て
い
な
い
。
こ
こ
に
は
な
に
か
が
凝
り
つ
い
て
い

る
だ
け
で
、
一
種
の
か
な
し
い
妄
執
め
い
た
も
の
が
横
た
わ
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
二
行
詩
の
文
語
調
を
連
ね
た
詩
形
式
も
不
自
然
な
ユ
ガ
ミ
を
感
じ
さ
せ
、

と
て
も
「
果
て
な
く
流
れ
出
す
時
間
」
の
水
音
な
ど
聞
け
る
は
ず
も
な
い
。
こ

の
作
品
は
決
し
て
す
ぐ
れ
た
作
品
で
は
な
い
。
な
に
か
極
め
て
個
人
的
な
も
の

に
蝕
ぽ
ま
れ
た
お
そ
ろ
し
く
不
健
全
な
詩
作
品
で
あ
る
。
（
「
傍
役
の
詩
人
中
原

　
ヨ
　
ほ

中
也
」
）

こ
の
篠
田
の
一
文
は
、
大
岡
昇
平
の
著
書
『
朝
の
歌
』
（
昭
和
三
三
年
一
二
月
、
角

川
書
店
刊
）
の
書
評
で
も
あ
っ
た
か
ら
、
大
岡
は
、
直
ち
に
「
篠
田
一
士
氏
に
抗
議

す
る
」
（
昭
和
三
四
年
五
月
、
『
文
学
界
』
）
を
書
い
て
、
篠
田
の
其
れ
が
印
象
だ
け

の
擬
似
批
評
で
あ
る
と
批
判
し
た
。
然
し
、
そ
の
後
篠
田
の
言
う
「
こ
こ
に
は
な
に

か
が
凝
り
つ
い
て
い
る
と
い
う
点
で
は
寧
ろ
賛
成
」
だ
と
一
部
修
正
し
た
上
で
、
自

己
の
見
解
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

8



こ
こ
に
は
中
原
の
短
い
生
涯
で
経
て
来
た
時
間
だ
け
が
指
示
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
彼
が
昭
和
六
年
以
来
、
い
つ
も
在
り
し
日
の
氾
濫
に
悩
ま
さ
れ
た
こ
と

は
何
度
も
書
い
た
が
、
彼
は
も
う
そ
れ
が
ど
ん
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、
言
わ
な

い
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
た
だ
水
が
時
間
と
同
じ
よ
う
に
、
「
流
れ
流
れ
て

あ
り
に
け
り
」
（
つ
い
で
に
い
え
ぽ
、
一
旦
「
流
れ
渦
巻
き
て
」
と
直
そ
う
と

し
て
も
と
へ
戻
し
て
い
る
）
と
い
う
に
止
め
た
の
で
あ
る
。
（
「
在
り
し
日

　
ら
　
ロ
　

の
歌
」
）

大
岡
は
、
「
長
門
峡
」
に
流
れ
る
時
間
を
、
外
的
な
、
唯
の
物
理
的
な
時
間
で
は
な

く
、
自
己
が
自
己
に
関
わ
る
形
で
流
れ
る
内
的
時
間
と
考
え
、
基
本
的
に
は
河
上
の

意
見
を
尊
重
し
つ
N
、
穏
当
な
意
見
を
述
べ
て
い
る
。
こ
の
有
名
な
論
争
に
つ
い
て

は
論
者
な
り
の
愚
見
も
無
い
で
も
な
い
の
だ
が
、
今
は
其
の
流
れ
に
足
を
掬
わ
れ
る

こ
と
な
く
、
当
初
か
ら
の
問
題
意
識
に
沿
っ
て
「
長
門
峡
」
の
水
と
夕
陽
に
つ
い
て

更
に
考
察
を
進
め
て
ゆ
き
た
い
。
と
言
う
の
も
、
前
二
章
で
詳
述
し
た
如
く
、
論
者

の
関
心
は
、
「
ま
た
来
ん
春
」
か
ら
「
月
の
光
そ
の
こ
を
経
て
展
開
さ
れ
た
「
そ

の
二
」
の
世
界
が
、
月
光
の
庭
と
黒
々
し
た
森
に
乖
離
し
て
い
た
の
に
対
応
し
、
「
博

覧
会
」
か
ら
「
長
門
峡
」
草
稿
を
経
て
展
開
さ
れ
た
決
定
稿
の
世
界
で
、
水
と
空
と

が
乖
離
し
て
い
る
処
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
「
長
門
峡
」
の
世
界
は
、
河
上
も
言
う
よ
う
に
、
「
水
と
夕
日
と
自
分
」
だ
け
の

極
め
て
簡
潔
な
世
界
で
あ
る
が
、
「
寒
い
日
」
の
リ
フ
レ
イ
ン
の
他
に
、
も
う
一
つ

繰
り
返
し
描
か
れ
て
い
る
の
は
水
の
「
流
れ
」
で
あ
る
。
大
岡
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、

第
四
連
の
水
は
一
度
「
流
れ
渦
巻
ぎ
て
」
と
推
敲
さ
れ
な
が
ら
、
最
終
的
に
は
、
第

一
連
を
踏
ま
え
て
「
流
れ
流
れ
て
あ
り
に
け
り
」
と
改
稿
さ
れ
て
い
る
。
長
門
峡
の

実
景
に
触
れ
た
人
は
改
め
て
其
の
水
量
の
豊
か
さ
に
驚
か
さ
れ
る
そ
う
だ
が
、
此
処

で
は
、
↓
人
料
亭
に
在
っ
て
須
輿
水
の
流
れ
を
追
い
、
水
の
流
れ
に
見
入
り
続
け
る

「
我
」
の
放
心
の
眼
差
し
が
感
じ
ら
れ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
水
の
「
流

れ
」
の
リ
フ
レ
イ
ン
は
、
我
々
日
本
人
に
と
っ
て
は
容
易
に
理
解
可
能
な
磨
る
詠
嘆

を
含
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
と
言
う
の
も
、
我
々
は
、
『
論
語
』
に
記
さ
れ
た
「
逝
く

者
は
斯
く
の
如
き
夫
、
昼
夜
を
舎
て
ず
」
と
い
う
孔
子
の
嘆
声
か
ら
「
ゆ
く
河
の
流

れ
は
絶
え
ず
し
て
、
し
か
も
、
も
と
の
水
に
あ
ら
ず
」
と
い
う
『
方
丈
記
』
作
者
の

感
懐
に
到
る
迄
、
水
の
流
れ
に
人
生
の
空
し
さ
を
託
す
る
伝
統
的
な
無
常
観
を
共
有

し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
無
論
、
「
長
門
峡
」
に
お
け
る
中
也
の
虚
無
は
、
「
寒
い
日

　
　
　
　
　
　
　

な
り
き
」
と
い
う
強
い
語
調
が
示
す
如
く
、
世
の
常
の
無
常
観
を
遥
に
超
え
た
強
度

の
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
基
底
に
あ
る
も
の
は
、
矢
張
り
、
こ
の
伝
統
的
な
心
情
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
同
様
の
水
の
流
れ
に
託
し
た
人
生
無
常
の
思
い
は
、
後
の
作
品
「
渓
流
」
の
中
に

も
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
セ
ほ
ね

渓
流

た
に
が
わ

漢
流
で
冷
や
さ
れ
た
ビ
ー
ル
は
、

青
春
の
や
う
に
悲
し
か
っ
た

峰
を
仰
い
で
僕
は
、

泣
き
入
る
や
う
に
飲
ん
だ
。

ビ
シ
ョ
ビ
シ
ョ
に
濡
れ
て
、
と
れ
さ
う
に
な
っ
て
み
る
レ

青
春
の
や
う
に
悲
し
か
っ
た
。

し
か
し
み
ん
な
は
、
「
實
に
い
い
」
と
ば
か
り
云
っ
た
。

僕
も
實
は
、
さ
う
云
っ
た
の
だ
が
。

　
　
　
こ
け
け

漏
っ
た
苔
も
泡
立
つ
水
も
、

ッ
テ
ル
も

9

中
原
中
也
の
「
冬
の
長
門
峡
」
を
め
ぐ
っ
て



越
　
　
智
　
　
良
　
　
二

日
蔭
も
岩
も
悲
し
か
っ
た
。

や
が
て
み
ん
な
は
飲
む
手
を
や
め
た
。

ビ
ー
ル
は
ま
だ
、
渓
流
の
中
で
冷
や
さ
れ
て
み
た
。

水
を
透
か
し
て
瓶
の
肌
へ
を
み
て
み
る
と
、

僕
は
も
う
、
此
の
上
歩
き
た
い
な
ぞ
と
は
思
は
な
か
っ
た
。

猫
り
失
敬
し
て
、
宿
に
行
っ
て
、

ね
え
さ
ん

女
中
と
話
を
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
三
七
・
七
二
五
）

此
処
で
も
、
悲
し
い
水
の
流
れ
は
彼
の
青
春
を
押
し
流
し
空
し
い
孤
独
へ
誘
う
も
の

x
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
尚
、
夏
の
日
盛
り
の
水
で
あ
る
。
一
方
「
長
門
峡
」

の
水
は
、
寒
い
日
暮
の
其
れ
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
、
又
、
冬
の
長
門
峡
に
は
共
に
ビ
ー

ル
を
飲
む
「
み
ん
な
」
の
影
も
無
い
。
「
わ
れ
の
ほ
か
別
に
、
客
と
て
も
な
か
り
け

り
」
と
い
っ
た
眩
き
に
は
、
最
早
や
自
分
の
傍
に
他
人
が
居
て
も
居
な
く
て
も
其
れ

は
も
う
ど
う
で
も
よ
い
と
い
っ
た
趣
が
あ
っ
て
、
「
わ
れ
」
の
孤
独
が
対
他
的
な
も

の
を
超
え
た
絶
対
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
す
る
。
そ
し
て
、
又
、
「
わ
れ
」

は
、
単
に
｝
般
社
会
か
ら
疎
隔
さ
れ
て
い
る
ぽ
か
り
で
な
く
、
謂
わ
ば
、
過
去
か
ら

現
在
、
そ
し
て
未
来
へ
到
る
自
分
自
身
の
人
生
か
ら
も
疎
隔
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ

　
　
　
　
　
ヨ
あ
た
か
　

る
。
「
水
は
、
恰
も
魂
あ
る
も
の
の
如
く
、
流
れ
流
れ
て
」
い
る
が
、
そ
れ
は
、
丸

で
「
わ
れ
」
の
中
の
魂
を
抜
き
去
り
、
過
ぎ
去
っ
て
ゆ
く
よ
う
で
あ
る
。
「
命
」
で

は
な
く
「
魂
」
の
行
方
は
既
に
此
の
世
の
外
で
あ
ろ
う
が
、
世
の
常
の
喜
び
や
悲
し

み
や
其
ん
な
諸
々
の
己
の
人
生
か
ら
も
取
り
残
さ
れ
た
彼
は
、
水
の
流
れ
に
託
さ
れ

た
唯
の
無
常
観
を
超
え
て
、
絶
望
的
な
終
末
観
に
陥
っ
て
い
る
。
先
に
引
い
た
篠
田

の
言
う
「
何
か
が
凝
り
つ
い
て
い
る
」
と
い
っ
た
感
じ
も
、
こ
の
空
し
い
「
わ
れ
」

の
在
り
方
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
は
、
又
、
生
が
稀
薄
化
し
非
在
の

在
り
し
日
の
中
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
凍
結
状
況
だ
と
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
こ
う
し
て
三
度
の
水
の
「
流
れ
」
の
後
に
、
己
の
人
生
か
ら
も
疎
隔
さ
れ
た
自
己

存
在
の
上
に
、
「
密
柑
の
如
き
夕
陽
」
は
其
の
光
を
注
ぐ
の
で
あ
る
。
で
は
、
一
体

こ
の
「
密
柑
の
如
き
夕
陽
」
と
は
如
何
な
る
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
般

的
に
言
え
ば
、
「
夕
陽
」
は
西
方
浄
土
を
連
想
さ
せ
る
も
の
だ
が
、
中
也
の
場
合
は
、

単
に
其
れ
に
停
ま
ら
ず
明
確
な
意
味
を
帯
び
て
く
る
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
、
初
期

の
作
品
「
夕
照
」
の
中
で
、
中
也
は
「
落
陽
は
、
慈
愛
の
色
の
／
金
の
い
ろ
。
」
と

歌
い
、
其
処
に
安
ら
ぎ
と
救
い
の
イ
メ
ー
ジ
を
暗
示
し
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
、
又
、

「
密
柑
」
に
つ
い
て
言
え
ば
、
そ
れ
は
、
暖
か
な
色
彩
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
季
節
感

と
冷
た
い
手
触
り
に
よ
っ
て
冬
の
景
物
と
の
調
和
を
破
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
う

し
た
意
味
合
い
に
お
い
て
、
「
密
柑
の
如
き
夕
陽
」
と
は
誠
に
巧
み
な
形
容
だ
が
、

中
也
の
場
合
に
は
、
更
に
深
い
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
「
羊
の
歌
」

第
三
番
の
中
で
は
、
「
密
柑
」
は
次
の
よ
う
に
歌
わ
れ
て
い
る
。

　
　
ハ
　

皿

我
が
生
は
恐
ろ
し
い
嵐
の
や
う
で
あ
っ
た
、

其
処
此
処
に
時
々
陽
の
光
も
落
ち
た
と
は
い
へ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ボ
ー
ド
レ
ー
ル

九
歳
の
子
供
が
あ
り
ま
し
た

女
の
子
供
で
あ
り
ま
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
い
う
ロ

世
界
の
空
氣
が
、
彼
女
の
有
で
あ
る
や
う
に

　
　
　
　
　
　
よ
ロ

ま
た
そ
れ
は
、
免
つ
か
か
ら
れ
る
も
の
の
や
う
に

彼
女
は
頸
を
か
し
げ
る
の
で
し
た

私
と
話
し
て
み
る
時
に
。

1
0



　
　
　
ニ
た
つ
り

私
は
炬
燵
に
あ
た
っ
て
ゐ
ま
し
た

彼
女
は
畳
に
坐
っ
て
ゐ
ま
し
た

冬
の
日
の
、
珍
し
く
よ
い
天
氣
の
午
前

　
　
へ
や

私
の
室
に
は
、
陽
が
い
っ
ぱ
い
で
し
た

彼
女
が
頸
か
し
げ
る
と

　
　
　
み
み
の
は

彼
女
の
耳
朶
　
陽
に
透
き
ま
し
た
。

私
を
信
頼
し
き
っ
て
、
安
心
し
き
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
み
か
ん
　
マ
マ

か
の
女
の
心
は
密
柑
の
色
に

そ
の
や
さ
し
さ
は
氾
濫
す
る
な
く
、
か
と
い
っ
て

鹿
の
や
う
に
縮
か
む
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た

私
は
す
べ
て
の
用
件
を
忘
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
く
わ
ん
み
り

こ
の
時
ぽ
か
り
は
ゆ
る
や
か
に
時
間
を
熟
護
翫
味
し
ま
し
た

こ
の
苦
悩
と
悲
哀
の
中
か
ら
祈
り
を
告
白
し
た
「
羊
の
歌
」
連
作
の
内
で
、
第
先
番

は
、
九
歳
の
女
の
子
に
託
し
て
純
粋
な
調
和
と
信
頼
に
満
ち
た
幸
福
な
時
間
を
歌
っ

た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
此
処
で
も
其
れ
は
、
「
密
柑
の
色
」
に
染
ま
っ
た
「
こ

の
時
ぽ
か
り
」
の
心
と
し
て
現
れ
、
や
が
て
失
わ
れ
て
ゆ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
「
長

門
峡
」
に
お
い
て
も
、
「
密
柑
の
如
き
夕
陽
」
は
、
当
初
「
わ
れ
」
と
「
水
」
と
に

「
射
し
て
そ
ひ
ぬ
」
と
状
況
的
に
歌
わ
れ
た
が
、
そ
の
後
「
こ
ぼ
れ
た
り
」
と
い
う

風
に
運
動
的
に
推
敲
さ
れ
、
瞬
時
に
失
わ
れ
て
ゆ
く
も
の
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
丸

で
、
中
也
が
文
也
と
共
に
過
ご
し
た
短
い
時
間
を
追
惜
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ

る
。
「
羊
の
歌
」
中
の
九
歳
の
女
の
子
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
中
也
に
と
っ
て
、

文
也
は
調
和
と
信
頼
を
体
現
す
る
存
在
で
あ
り
、
晩
年
の
彼
を
慰
め
る
唯
一
の
幸
福

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

で
あ
っ
た
。
文
也
を
も
う
一
人
の
自
分
と
考
え
て
い
た
ふ
し
の
あ
る
中
也
に
と
っ
て

は
、
文
也
は
、
精
神
の
内
な
る
無
垢
の
結
晶
で
あ
っ
た
。
彼
の
詩
論
中
の
言
葉
で
言

え
ば
、
名
辞
以
前
の
象
徴
で
あ
っ
た
。
中
也
に
と
っ
て
、
文
也
と
の
一
体
感
ぱ
、
謂

わ
ば
、
真
の
自
己
と
の
一
体
感
で
あ
り
、
内
な
る
詩
精
神
の
証
し
の
よ
う
な
も
の
で

も
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
文
也
と
生
ぎ
た
時
間
は
嵐
の
よ
う
な
彼
の
生
に
落
ち
た
陽
の

光
で
あ
り
長
門
峡
の
水
の
流
れ
に
讐
え
ら
れ
た
彼
の
人
生
に
と
っ
て
は
掛
替
え
の
な

い
至
福
の
時
を
齎
し
、
果
敢
な
く
消
え
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
最
終
連
の
「
そ
の

や
う
な
時
」
と
は
、
こ
の
寒
い
一
日
全
体
を
意
味
す
る
と
同
時
に
、
厳
密
に
は
其
の

内
の
夕
日
が
こ
ぼ
れ
た
一
瞬
を
意
味
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が

失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
後
の
「
寒
い
寒
い
日
な
り
き
」
と
い
う
最
終
行
に
は
、
第
一
連

の
其
れ
よ
り
も
遥
か
に
深
い
絶
望
の
思
い
が
籠
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

終
章

　
以
上
、
文
也
追
悼
詩
の
中
か
ら
幾
つ
か
の
作
品
を
撰
び
検
討
し
て
ぎ
た
。
そ
し
て
、

特
に
「
月
の
光
」
の
螢
と
「
長
門
峡
」
の
夕
陽
に
関
し
、
そ
の
微
妙
な
対
応
に
つ
い

て
も
述
べ
た
。
「
月
の
光
」
は
幻
想
的
で
、
哀
切
な
、
美
し
い
作
品
で
あ
っ
た
が
、

認
る
種
不
気
味
な
不
安
を
与
え
る
作
品
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
中
也
が
此
れ
ら
の

作
品
を
書
い
た
一
ヶ
月
余
の
後
千
葉
の
精
神
病
院
に
強
制
入
院
さ
せ
ら
れ
た
と
い
う

事
実
を
知
っ
て
い
る
か
ら
と
い
う
の
で
は
な
く
、
そ
の
作
品
自
体
の
印
象
に
由
来
す

る
も
の
で
あ
ろ
う
。
一
方
「
長
門
峡
」
は
、
固
有
の
地
名
を
含
み
、
幻
想
で
は
な
く

実
景
を
歌
っ
た
作
品
で
あ
る
。
そ
し
て
、
背
後
に
或
る
個
人
的
な
不
幸
が
横
た
わ
り
、

何
か
が
凍
結
し
た
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
の
も
確
か
な
よ
う
で
あ
る
。
だ
が
、
長
門

峡
の
実
景
を
知
ら
ず
、
長
男
文
也
の
死
を
知
ら
ぬ
読
者
に
も
、
水
と
夕
陽
の
イ
メ
ー

ジ
を
通
し
て
此
の
作
品
の
持
つ
極
度
に
緊
張
し
た
悲
哀
は
充
分
に
感
得
出
来
る
も
の

と
思
わ
れ
る
。
人
々
は
、
こ
の
寒
い
一
日
、
流
れ
去
る
水
に
蜜
柑
の
如
き
夕
陽
が
零

れ
、
そ
の
一
瞬
を
「
あ
x
！
　
　
そ
の
や
う
な
時
も
あ
り
き
」
と
歌
う
詩
人
の
独
白

1
1

中
原
中
也
の
「
冬
の
長
門
峡
」
を
め
ぐ
っ
て



越
　
　
智
　
　
良
　
　
二

に
、
自
ら
の
人
生
の
「
そ
の
時
」
を
重
ね
、
孤
独
の
底
に
あ
る
何
か
に
共
鳴
す
る
の

で
あ
る
。
中
也
は
、
そ
れ
を
文
也
の
死
後
一
ヶ
月
半
の
内
に
、
と
も
す
れ
ば
、
坤
き

声
の
よ
う
な
リ
フ
レ
イ
ン
と
な
っ
て
奔
出
す
る
言
葉
の
錯
乱
を
洗
い
流
し
、
普
遍
的

な
も
の
に
高
め
た
の
で
あ
る
。
若
し
か
す
る
と
、
極
度
に
個
人
的
な
も
の
に
忘
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
し
か
極
度
に
普
遍
的
な
も
の
は
現
れ
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ
し

て
、
そ
れ
は
、
矢
張
り
、
驚
く
べ
き
健
全
な
文
学
精
神
の
営
為
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、

精
神
は
深
い
危
機
に
傾
斜
し
つ
鼠
も
書
く
と
い
う
行
為
の
中
で
は
限
り
な
く
覚
醒
し

て
い
な
け
れ
ぽ
な
ら
ず
、
そ
の
二
元
的
緊
張
が
作
品
に
凝
縮
さ
れ
て
ゆ
く
か
ら
で
あ

る
。
「
長
門
峡
」
の
文
語
体
二
行
詩
と
い
う
極
度
に
簡
潔
な
構
成
や
緊
密
な
リ
フ
レ

イ
ン
の
律
調
は
、
精
神
が
深
い
危
機
に
傾
斜
し
て
正
に
崩
壊
す
る
直
前
に
、
ギ
リ
ギ

リ
の
均
衡
を
以
っ
て
現
れ
た
ス
タ
イ
ル
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
真
の
裸
形
と
な
っ
て

現
前
し
た
人
間
精
神
の
悲
哀
ば
、
約
一
年
後
の
中
也
の
掬
体
の
死
を
超
え
て
、
透
ぎ

と
お
っ
た
水
音
の
よ
う
に
我
々
の
心
に
響
き
続
け
る
の
で
あ
る
。

註
1
、
「
ま
た
來
ん
春
…
…
」
（
昭
和
一
二
年
二
月
、
『
文
学
界
』
）

註
2
、
「
月
の
光
」
（
同
右
）

註
3
、
北
川
透
「
天
子
と
子
供
　
　
中
原
中
也
の
千
葉
寺
受
難
」
（
昭
和
四
九
年
八
月
、
『
磁

　
　
　
場
』
第
二
号
）

註
4
、
吉
田
熈
生
「
作
品
別
『
山
羊
の
歌
』
『
在
り
し
日
の
歌
』
解
釈
資
料
（
月
の
光
ご
（
『
中

　
　
　
原
中
也
必
携
』
昭
和
五
四
年
八
月
、
学
燈
社
刊
）

註
5
、
橋
本
一
明
訳
『
世
界
の
詩
集
8
・
ヴ
ェ
ル
レ
ー
ヌ
詩
集
』
（
昭
和
四
二
年
三
月
、
角

　
　
　
川
書
店
）
に
拠
る
。

註
6
、
「
日
記
」
（
文
也
の
一
生
）
『
中
原
中
也
全
集
』
第
四
巻
（
昭
和
四
三
年
二
月
、
角
川

　
　
　
書
店
刊
）
二
〇
八
頁

註
7
、
吉
田
熈
生
編
『
鑑
賞
現
代
日
本
文
学
2
0
・
中
原
中
也
』
（
昭
和
五
六
年
四
月
、
角
川

　
　
　
書
店
刊
）
一
六
四
頁

註
8
、
大
岡
昇
平
「
在
り
し
日
の
歌
　
　
中
原
中
也
の
死
」
（
昭
和
四
一
年
一
月
、
『
新
潮
』
）

註
9
、
吉
田
熈
生
『
評
伝
中
原
中
也
』
（
昭
和
五
三
年
五
月
、
東
京
書
籍
刊
）
二
三
九
頁
に

註
1
0
、

註
1
1
、

註
1
2
、

註
1
3
、

註
1
4
、

註
1
5
、

拠
っ
た
。
尚
、
草
稿
の
写
真
は
中
原
思
郎
・
吉
田
熈
生
編
『
中
原
中
也
ア
ル
バ
ム
』

（
昭
和
四
七
年
一
〇
月
、
角
川
書
店
刊
）
そ
の
他
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

「
冬
の
長
門
峡
」
（
昭
和
一
二
年
四
月
、
『
文
学
界
』
）

河
上
徹
太
郎
「
日
本
の
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
」
（
昭
和
三
三
年
八
月
、
『
中
央
公
論
』
）

篠
田
一
士
「
傍
役
の
詩
人
中
原
中
也
」
（
昭
和
三
四
年
四
月
、
『
文
学
界
』
）

註
8
に
同
じ

「
漢
流
」
（
昭
和
一
二
年
七
月
二
二
日
「
都
新
聞
」
）

「
羊
の
歌
」
（
昭
和
九
年
一
二
月
、
文
圃
重
版
『
山
羊
の
歌
』
所
収
）
制
作
は
昭
和
六

年
二
月
～
三
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
平
成
元
年
十
月
十
一
日
受
理
）
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