
中
原
中
也
の
「
月
夜
の
濱
邊
」
を
め
ぐ
っ
て
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（
国
文
学
研
究
室
）

　
　
も
の
う
　

月
は
瀬
く
喫
っ
て
み
る
。

　
中
原
中
也
は
生
前
二
冊
の
詩
集
を
編
ん
だ
が
、
そ
れ
等
の
内
に
は
、
各
々
一
篇
ず

つ
の
「
月
」
と
題
す
る
作
品
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
、
『
山
羊
の
歌
』
（
昭
和

九
年
一
二
月
、
文
圃
堂
刊
）
に
収
め
ら
れ
た
の
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
の
め
ぐ
り
を
七
人
置
天
女
は

趾
頭
舞
踊
し
つ
づ
け
て
み
る
が
、

汚
辱
に
浸
る
月
の
心
に

2
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月

　
　
　
　
　
　
　
か
な
ら

今
宵
月
は
い
よ
よ
愁
し
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
み
は

義
父
の
疑
惑
に
瞳
を
膵
る
。

と
　
　
レ
ざ

秒
刻
は
銀
波
を
砂
漠
に
流
し

ら
う
な
ん
　
　
　
じ
だ
　

童
男
の
耳
朶
は
螢
光
を
と
も
す
。

あ
瓦
忘
ら
れ
た
運
河
の
岸
堤

胸
に
残
っ
た
戦
車
の
地
史

さ鋸
び
つ
く
錐
の
煙
草
と
り
い
で

な
ん
の
慰
愛
も
あ
た
へ
は
し
な
い
。

遠
に
ち
ら
ば
る
星
と
星
よ
！

　
　
　
　
そ
う
し
ゅ
い

お
ま
へ
の
創
手
を
月
は
待
っ
て
る

こ
の
作
品
が
初
め
「
生
活
者
」
昭
和
四
年
九
月
号
に
発
表
さ
れ
た
時
、
本
文
末
尾
に

「
四
年
程
前
同
君
の
十
九
頃
の
詩
で
す
」
と
い
う
紹
介
者
高
田
博
厚
の
付
記
が
あ
り
、

そ
の
言
に
従
え
ば
、
制
作
年
次
は
中
也
十
九
歳
の
大
正
一
四
年
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

同
年
は
言
う
迄
も
な
く
中
也
上
京
の
年
で
あ
り
、
「
大
体
詩
を
専
心
し
よ
う
」
（
「
詩

的
履
歴
書
」
）
と
決
意
す
る
に
到
る
記
念
す
べ
き
年
で
も
あ
る
。
今
日
、
彼
の
詩
人

的
出
発
を
告
げ
る
作
品
と
言
わ
れ
る
「
朝
の
歌
」
の
書
か
れ
る
の
が
翌
丁
五
年
五
月

中
原
中
也
の
「
月
夜
の
濱
邊
」
を
め
ぐ
っ
て
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で
あ
る
か
ら
、
「
月
」
は
、
謂
わ
ぽ
、
「
朝
の
歌
」
前
夜
の
作
品
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
フ
ァ
ン
タ
ス
テ
ィ
ッ
ク
で
、
多
少
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
な
可
笑
し
さ
さ
え
感
じ
ら

れ
な
く
は
な
い
作
品
の
中
で
、
月
は
、
「
い
よ
よ
喧
し
く
」
、
「
瀬
く
」
、
「
汚
辱
に
浸

る
月
の
心
」
、
「
月
は
待
っ
て
る
」
と
い
う
よ
う
に
全
体
を
通
じ
て
擬
人
化
さ
れ
て
い

る
が
、
こ
う
し
た
擬
人
化
の
例
は
、
例
え
ば
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
『
悪
の
華
』
中
の

詩
篇
等
に
も
見
い
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
…
太
陽
の
よ
う
に

お
お
僕
の
命
を
照
ら
す
「
月
」
よ
！
お
前
も
影
に
包
ま
れ
て
、

眠
る
も
よ
い
、
煙
草
を
吹
か
す
も
よ
い
、
た
だ
黙
っ
て
、
ふ
さ
ぎ
顔
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
た

お
前
の
全
身
を
「
倦
怠
」
の
深
淵
に
聾
す
が
よ
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
愚
か
れ
た
人
」
よ
り

そ
れ
か
ら
、
又
、
「
月
」
冒
頭
の
「
今
宵
月
は
い
よ
よ
書
し
く
」
は
、
同
じ
ボ
ー
ド

レ
ー
ル
の
「
月
の
悲
し
み
」
中
の
「
『
月
』
今
宵
、
い
よ
よ
早
く
夢
み
た
り
」
（
永
井

荷
風
『
珊
瑚
集
』
所
収
）
を
連
想
さ
せ
る
も
の
で
も
あ
る
。
「
月
」
は
、
多
分
に
難

解
な
ダ
ダ
イ
ズ
ム
風
の
詩
句
を
含
み
乍
ら
も
、
雲
に
霞
む
月
と
星
の
夜
空
を
描
ぎ
、

月
光
の
憂
愁
と
倦
怠
を
歌
っ
た
も
の
と
し
て
ひ
と
ま
ず
は
理
解
さ
れ
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
だ
が
、
中
也
の
実
弟
中
原
思
郎
の
解
釈
に
よ
れ
ぽ
、
こ
の
人
格
化
さ
れ
た
月
は
、

彼
等
の
父
親
中
原
謙
助
の
こ
と
で
あ
る
ら
し
い
。
即
ち
、
そ
の
禿
げ
頭
の
故
に
「
出

た
出
た
月
が
、
ま
あ
る
い
ま
あ
る
い
…
…
」
と
子
供
達
に
笑
わ
れ
た
謙
助
は
、
湯
田

医
院
の
養
子
医
院
長
と
し
て
「
養
父
」
正
心
の
監
督
下
に
、
出
て
の
陸
軍
軍
医
時
代

の
「
試
着
の
地
下
」
な
ど
を
懐
し
み
乍
ら
働
い
て
い
た
。
そ
し
て
、
又
、
ブ
リ
キ
製

の
罐
の
煙
草
を
瀬
く
遣
う
愛
煙
家
で
あ
り
、
そ
う
し
た
彼
の
周
囲
を
「
天
女
」
に
も

似
た
七
人
の
看
護
婦
は
「
趾
頭
舞
踊
」
の
如
く
に
立
ち
働
い
て
い
た
。
「
汚
辱
に
浸

る
月
の
心
」
と
は
大
袈
裟
な
表
現
だ
が
、
そ
れ
は
長
男
中
也
の
山
口
中
学
落
第
に
悩

む
親
心
で
あ
り
、
彼
の
待
っ
て
い
る
「
創
手
」
と
は
軍
医
時
代
の
手
術
を
手
伝
っ
た

兵
卒
達
の
こ
と
で
あ
る
ら
し
い
。
如
上
の
解
釈
は
、
肉
身
な
ら
で
は
の
具
体
性
を
持

つ
も
の
で
は
あ
る
。
論
者
も
、
又
、
中
也
の
書
き
遺
し
た
草
稿
「
そ
の
頃
の
生
活
」

の
中
に
描
か
れ
た
、
親
の
期
待
に
背
い
て
文
学
者
に
な
ろ
う
と
す
る
息
子
を
持
て
余

し
、
四
十
の
半
ば
を
越
え
て
耳
朶
の
後
ろ
に
雛
を
刻
む
謙
助
の
姿
を
見
た
り
、
草
稿

「
医
者
と
赤
ん
坊
」
中
の
長
男
の
落
第
に
苦
し
み
煙
草
を
ふ
か
す
父
親
の
描
写
等
を

み
る
と
、
中
原
思
郎
の
解
釈
を
肯
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
だ
が
、
又
、
こ
の
「
月
」
の
輪
郭
が
謙
助
に
重
な
る
と
し
て
も
、
そ
の
内
面
を
想

像
し
何
の
慰
愛
も
与
え
ら
れ
ぬ
倦
怠
を
歌
っ
て
い
る
の
は
中
也
で
あ
り
、
そ
れ
は
、

矢
張
り
、
父
親
に
仮
託
さ
れ
、
対
象
化
さ
れ
た
中
也
自
身
の
心
情
表
白
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
。
と
言
う
の
も
、
本
来
の
謙
助
は
、
湯
田
医
院
医
院
長
と
し
て
社
会
的

に
も
尊
敬
さ
れ
、
家
庭
に
あ
っ
て
は
厳
格
な
る
家
長
と
し
て
君
臨
す
る
強
き
存
在
で

あ
っ
た
。
彼
は
不
遇
な
少
年
時
代
か
ら
努
力
し
て
軍
医
と
な
っ
た
が
、
大
学
卒
の
学

歴
を
持
た
ぬ
が
故
に
屈
折
を
強
い
ら
れ
、
そ
れ
故
に
中
也
を
初
め
と
す
る
兄
弟
五
人

を
全
部
大
学
迄
や
る
と
い
っ
て
頑
張
っ
て
い
る
教
育
熱
心
な
人
物
で
あ
っ
た
。
謂
わ

ば
、
彼
は
明
治
第
一
世
代
と
し
て
社
会
的
な
立
身
出
世
の
価
値
を
疑
わ
ぬ
人
で
あ
り
、

其
処
に
疲
労
と
倦
怠
を
滲
ま
せ
る
よ
う
な
心
弱
き
存
在
で
は
な
か
っ
た
。
だ
が
、
中

也
は
、
そ
う
し
た
昼
間
の
太
陽
の
如
き
父
親
像
の
背
後
に
あ
る
瀬
い
夜
の
月
の
よ
う

な
其
れ
を
見
い
出
し
、
其
処
に
こ
そ
、
自
分
を
重
ね
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

中
也
は
、
既
に
一
般
的
な
社
会
人
と
し
て
の
立
身
出
世
コ
ー
ス
を
食
み
出
し
、
ア
ウ

ト
サ
イ
ダ
ー
た
る
詩
人
の
道
を
踏
み
出
そ
う
と
し
て
い
た
が
、
そ
れ
が
謙
助
に
と
っ

て
身
の
細
る
程
に
辛
い
こ
と
で
あ
る
の
を
充
分
に
理
解
し
て
い
た
し
、
後
ろ
め
た
さ

も
感
じ
て
い
た
。
そ
う
し
た
彼
で
あ
る
か
ら
こ
そ
謙
助
に
同
情
し
、
尚
自
分
達
の
間

に
共
有
し
得
る
部
分
を
拡
大
し
て
、
如
上
の
「
月
」
像
を
造
型
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
は
、
矢
張
り
、
父
親
像
で
あ
る
と
同
時
に
中
也
の
自
画
像
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
父
親
へ
の
思
い
は
、
例
え
ば
、
「
黄
昏
」
の
よ
う
な
作
品
の
内
に
も
認

2
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め
ら
れ
る
が
、
其
処
で
も
彼
は
「
　
寛
に
私
は
耕
や
さ
う
と
は
思
は
な
い
！
」
と

歌
っ
て
一
般
的
な
生
活
者
の
人
生
と
絶
縁
し
て
ゆ
く
。
そ
し
て
、
彼
ぱ
、
こ
の
「
月
」

に
示
し
た
不
安
と
倦
怠
を
引
き
摺
り
乍
ら
都
会
の
人
閤
関
係
の
中
を
生
き
て
ゆ
く
。

そ
し
て
利
害
得
失
や
ヴ
ァ
ニ
テ
ィ
に
よ
っ
て
生
き
る
俗
人
達
と
の
対
立
に
苛
立
ち
、

疲
労
し
、
憔
埣
し
て
ゆ
く
。
そ
う
し
た
彼
の
孤
独
を
月
の
光
は
、

お
っ
と
り
霧
も
立
軍
め
て

　
　
そ
の
上
に
月
が
明
る
み
ま
す
、

と
、
犬
の
遠
吠
が
し
ま
す
。

風
も
少
し
は
あ
る
で
ぜ
う
。

あ
な
た
の
言
葉
の
杜
切
れ
間
を
。

月
は
聴
き
耳
立
て
る
で
せ
う
、

す
こ
し
は
降
り
て
も
來
る
で
せ
う
、

　
　
　
く
ち
づ
け

わ
れ
ら
接
唇
す
る
時
に

月
は
頭
上
に
あ
る
で
せ
う
。

「
湖
上
」
昭
和
五
年
八
日
「
桐
の
花
」

そ
の
頃
で
す
、
僕
が
圏
櫨
裏
の
前
で
、

　
　
あ
え
か
な
夢
を
み
ま
す
の
は
。

随
分
…
…
今
で
は
損
は
れ
て
は
み
る
も
の
の

　
　
今
で
も
や
さ
し
い
心
が
あ
っ
て
、

こ
ん
な
晩
で
は
そ
れ
が
徐
か
に
眩
ぎ
だ
す
の
を
、

　
　
感
謝
に
み
ち
て
聴
き
い
る
の
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
更
く
る
夜
」
昭
和
五
年
四
月
「
白
痴
群
」
第
六
号

と
い
う
風
に
歌
わ
せ
も
す
る
。
一
見
、
月
光
は
恋
人
達
の
至
福
感
と
調
和
し
て
明
る

い
も
の
の
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
冒
頭
の
仮
定
形
と
各
行
文
末
の
未
来
形
が
示
す
よ

う
に
、
こ
れ
は
夢
想
さ
れ
た
架
空
の
も
の
に
過
ぎ
ず
、
立
ち
去
っ
た
恋
人
泰
子
は
永

遠
に
中
也
の
元
に
帰
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
の
軽
快
で
お
道
化
た
調
子
さ
え
あ
る

舟
唄
の
中
で
、
月
が
照
ら
し
出
す
の
は
、
矢
張
り
、
荒
し
く
獺
い
情
緒
で
あ
る
。
そ

し
て
月
光
の
悲
哀
と
倦
怠
は
、
次
第
に
彼
自
身
の
身
に
沿
う
た
も
の
と
し
て
表
白
さ

れ
て
く
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

2
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と
い
う
風
に
照
ら
し
出
す
。
ま
た
、
余
り
に
有
名
な
小
林
秀
雄
と
長
谷
川
泰
子
を
巡

る
「
奇
怪
な
三
角
関
係
」
の
中
で
、
「
口
惜
し
き
人
」
と
な
っ
た
中
也
の
傷
心
を
、
「
月

の
光
り
」
は
、

ポ
ッ
カ
リ
月
が
出
ま
し
た
ら
、

舟
を
浮
べ
て
出
掛
け
ま
せ
う
。

波
は
ヒ
タ
ヒ
タ
打
つ
で
せ
う
、

お
道
化
う
た

月
の
光
の
そ
の
こ
と
を
、

め
く
ら
む
す
め

盲
目
少
女
に
教
へ
た
は
、

べ
ー
ト
ー
エ
ン
か
、
シ
ュ
ー
バ
ー
ト
？

俺
の
記
憶
の
錯
畳
が
、

今
夜
と
ち
れ
て
る
る
け
れ
ど
、

中
原
中
也
の
「
月
夜
の
濱
邊
」
を
め
ぐ
っ
て
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ベ
ト
ち
ゃ
ん
だ
と
は
思
ふ
け
ど
、

シ
ュ
バ
ち
ゃ
ん
で
は
な
か
っ
た
ら
う
か
？

ビ
ー
ル
の
コ
ッ
プ
を
傾
け
て
、

月
の
光
を
見
て
あ
れ
ば
、

霧
の
降
っ
た
る
秋
の
夜
に
、

庭
・
石
段
に
腰
掛
け
て
、

や
が
て
ピ
ア
ノ
の
部
屋
に
入
り
、

泣
か
ん
ば
か
り
に
弾
き
出
し
た
、

あ
れ
は
、
シ
ュ
バ
ち
ゃ
ん
で
は
な
か
っ
た
ら
う
か
？

か
す
む
街
の
灯
と
ほ
に
見
て
、

　
　
　
　
ま
ち

ウ
ヰ
ン
の
市
の
郊
外
に
、

星
も
降
る
よ
な
そ
の
夜
さ
一
と
夜
、

　
　
く
さ
む
ら
　

轟
、
草
叢
に
す
だ
く
頃
、

教
師
の
息
子
の
十
三
番
目
、

頸
の
短
い
あ
の
男
、

め
く
ら
む
す
め

盲
目
少
女
の
手
を
と
る
や
う
に
、

ピ
ア
ノ
の
上
に
勢
ひ
込
ん
だ
、

汗
の
出
さ
う
な
そ
の
額
、

安
物
く
さ
い
そ
の
眼
鏡
、

丸
い
背
中
も
い
ち
ら
し
く

吐
き
出
す
や
う
に
弾
い
た
の
は
、

あ
れ
は
、
シ
ュ
バ
ち
ゃ
ん
で
は
な
か
っ
た
ら
う
か
？

シ
ュ
バ
ち
ゃ
ん
か
べ
ト
ち
ゃ
ん
か
、

そ
ん
な
こ
と
、
い
ざ
知
ら
ね
、

　
　
　
　
　
　
　
よ
る

今
宵
星
降
る
東
京
の
夜
、

ベ
ト
ち
ゃ
ん
も
シ
ュ
バ
ち
ゃ
ん
も
、

は
や
と
ほ
に
死
ん
だ
こ
と
さ
へ
、

誰
知
ら
う
こ
と
わ
り
も
な
い
…

は
や
と
ほ
に
死
に
、

　
「
お
道
化
う
た
」
は
、
「
歴
程
」
昭
和
三
年
三
月
号
に
発
表
さ
れ
た
が
、
そ
の

初
出
本
文
末
尾
に
よ
れ
ぽ
、
昭
和
九
年
六
月
の
制
作
で
あ
る
ら
し
い
。
こ
の
素
材
は
、

言
う
迄
も
な
く
、
べ
1
卜
ー
ベ
ン
の
ピ
ア
ノ
ソ
ナ
タ
第
一
四
番
青
黛
短
調
作
品
二
七

の
二
に
ま
つ
わ
る
逸
話
で
あ
る
が
、
無
論
、
こ
れ
は
事
実
で
は
な
く
、
詩
人
レ
ル
ス

タ
ー
ブ
が
此
の
ピ
ア
ノ
ソ
ナ
タ
の
美
し
さ
を
ス
イ
ス
の
湖
上
を
照
ら
す
月
光
に
讐
え

た
こ
と
に
由
来
す
る
伝
説
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
逸
話
は
、
戦
前
「
文
部
省
小
学
読

本
」
十
一
の
二
十
三
や
「
初
等
科
国
語
」
七
の
十
六
等
々
に
よ
っ
て
広
く
人
口
に
胸

妥
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
ベ
ー
ト
ー
ベ
ン
を
シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
に
置
き
換
え
て

い
る
の
は
、
明
ら
か
に
意
図
的
な
錯
誤
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
、
時
間
の
経
過
に
よ
っ

て
彼
等
の
如
き
高
名
な
芸
術
家
の
名
前
す
ら
正
確
に
は
記
憶
さ
れ
ず
、
忘
却
さ
れ
る

と
い
う
例
証
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
又
、
「
ベ
ト
ち
ゃ
ん
」
、
「
シ
ュ

バ
ち
ゃ
ん
」
と
い
う
お
道
化
た
呼
称
は
、
シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
を
描
く
「
頸
の
短
い
あ
の

男
」
、
「
安
物
く
さ
い
そ
の
眼
鏡
」
、
「
丸
い
背
中
」
と
い
っ
た
滑
稽
な
描
写
と
と
も
に
、

彼
等
と
自
分
と
を
同
一
の
次
元
に
重
ね
比
較
す
る
為
の
手
段
で
あ
ろ
う
。
詰
り
、
彼

等
の
如
ぎ
偉
大
な
芸
術
家
す
ら
忘
却
の
彼
方
に
押
し
流
さ
れ
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る

と
す
れ
ば
、
今
宵
東
京
で
ビ
ー
ル
の
コ
ッ
プ
を
傾
け
て
い
る
一
詩
人
の
生
な
ど
は
言

う
迄
も
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
先
の
「
月
」
に
お
い
て
は
、
中
也
は
父
謙
助
に
仮
託
し
つ
つ
自
己
の
倦
怠
を
歌
っ

た
が
、
此
処
で
は
、
偉
大
な
音
楽
家
の
存
在
に
重
ね
て
自
己
の
雷
電
を
歌
お
う
と
し

3
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て
い
る
。
こ
の
詩
の
主
題
は
、
長
大
な
時
間
の
経
過
と
伊
興
な
人
間
の
人
生
を
対
比

し
て
其
の
果
敢
さ
を
歌
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
昔
も
今
も
変
ら
ぬ
月
の
光
は
其
う
し

た
人
間
存
在
の
孤
独
を
く
っ
き
り
と
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
も
の
で
あ
る
。
見
方
を
変

え
れ
ば
、
中
也
は
内
な
る
心
象
風
景
の
内
に
月
の
光
を
誘
い
入
れ
、
ベ
ト
ち
ゃ
ん
と

シ
ュ
バ
ち
ゃ
ん
と
い
う
二
人
の
魂
を
呼
び
出
し
て
一
時
共
に
戯
れ
よ
う
と
し
て
い
る

よ
う
に
も
見
え
る
。
我
々
は
、
後
に
、
中
也
が
同
じ
く
月
光
の
射
す
風
景
の
中
に
チ

ル
シ
ス
と
ア
マ
ン
ト
と
い
う
二
人
の
子
供
を
呼
び
出
す
の
を
見
る
こ
と
に
な
る
で
あ

ろ
う
。

　
そ
れ
は
扱
て
置
き
、
こ
う
し
た
「
お
道
化
う
た
」
の
裏
に
あ
る
の
は
、
既
に
生
活

者
と
し
て
も
、
芸
術
家
と
し
て
も
、
詰
り
は
人
間
と
し
て
の
営
み
に
疲
れ
無
常
感
に

接
近
す
る
感
情
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
時
期
の
中
也
は
、
可
成
集
中
的
に

其
れ
を
道
化
と
い
う
逆
説
的
な
形
式
で
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
道
化
と
は
「
人

間
失
格
」
風
に
言
え
ば
人
間
や
人
生
に
対
す
る
最
後
の
求
愛
の
手
段
で
あ
る
が
、
試

み
に
此
の
「
お
道
化
う
た
」
が
書
か
れ
た
昭
和
九
年
頃
の
作
品
の
中
か
ら
、
こ
う
し

た
類
を
拾
っ
て
み
る
と
、
「
ピ
チ
ベ
の
見
習
」
、
「
狂
氣
の
手
紙
」
、
「
骨
」
、
「
道
化
の

臨
終
」
、
「
月
下
の
告
白
」
、
「
星
と
ピ
エ
ロ
」
、
「
誘
蛾
燈
詠
歌
」
等
々
の
作
品
が
認
め

ら
れ
る
。
中
也
は
、
次
第
に
深
ま
り
ゆ
く
憂
愁
と
徒
労
感
の
如
き
も
の
を

希
ば
く
は
　
お
道
化
お
道
化
て
、

な
が
ら
へ
し
　
小
者
に
は
あ
れ
、

冥
福
の
　
多
か
れ
か
し
と
、

神
に
は
も
　
祈
ら
せ
給
へ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
道
化
の
臨
終
」
昭
和
一
二
年
九
月
「
日
本
歌
人
」

と
歌
い
他
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
だ
が
、
月
光
の
下
で
彼
が
お
道
化
れ
ぽ
お
道

化
る
程
其
の
悲
哀
は
逆
に
深
ま
る
他
は
な
い
も
の
で
あ
る
。
道
化
と
は
、
自
意
識
に

よ
る
悲
哀
の
自
己
確
認
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
彼
は
、
遂
に
数
々

の
お
道
化
う
た
を
歌
っ
て
お
道
化
る
自
分
自
身
の
姿
に
突
き
当
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
。
其
処
で
は
、
も
う
、
外
部
に
仮
託
す
べ
き
何
物
を
も
発
見
す
る
こ
と
は
出
来
ず
、

自
己
の
内
部
其
の
も
の
を
対
象
化
し
て
歌
う
他
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

幻
　
影

私
の
頭
の
中
に
は
、
い
つ
の
頃
か
ら
か
、

薄
命
さ
う
な
ピ
エ
ロ
が
ひ
と
り
棲
ん
で
み
て
、

　
　
　
へ
し
ゃ
　

そ
れ
は
、
紗
の
服
か
な
ん
か
を
着
込
ん
で

そ
し
て
、
月
光
を
浴
び
て
み
る
の
で
し
た
。

と
も
す
る
と
、
弱
々
し
げ
な
手
付
を
し
て
、

し
ぎ
り
と
　
手
活
似
を
す
る
の
で
し
た
が
、

そ
の
意
味
が
、
つ
ひ
そ
通
じ
た
た
め
し
は
な
く
、

あ
は
れ
げ
な
　
思
ひ
を
さ
せ
る
ぽ
っ
か
り
で
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
ち

手
眞
似
に
つ
れ
て
は
、
唇
も
動
か
し
て
み
る
の
で
し
た
が
、

　
　
古
い
影
給
で
も
見
て
み
る
や
う

音
は
ち
っ
と
も
し
な
い
の
で
す
し
、

何
を
云
っ
て
る
の
か
は
　
分
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

し
ろ
じ
う
と
身
に
月
光
を
浴
び
、

あ
や
し
く
も
あ
か
る
い
霧
の
中
で
、

か
す
か
な
姿
態
を
ゆ
る
や
か
に
動
か
し
な
が
ら
、

眼
付
ぽ
か
り
は
ど
こ
ま
で
も
、
や
さ
し
さ
う
な
の
で
し
た
。

3
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濱
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越
　
　
智
　
　
良
　
　
二

　
「
幻
影
」
は
「
文
学
界
」
昭
和
一
一
年
一
一
月
号
に
発
表
さ
れ
た
が
、
制
作
は
其

の
二
ヶ
月
以
前
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
る
。
此
処
で
も
月
の
光
は
白
々
と
射
し
て
い

る
の
だ
が
、
元
々
此
の
詩
の
発
想
に
は
ヴ
ェ
ル
レ
ー
ヌ
の
「
月
光
」
の
「
節
、

　
　
　
　
　
た
へ

き
み
の
心
は
妙
な
る
堕
す
が
た
、

古
き
代
の
踊
り
姿
と
仮
面
と
に
優
し
く
見
ゆ
る

が
あ
る
ら
し
い
。

琵
琶
弾
き
あ
そ
び
、
踊
り
つ
れ
、
そ
の
お
も
し
ろ
き

　
　
　
も
シ
　

仮
装
の
下
に
ど
こ
か
悲
し
き
そ
の
姿

（
川
路
柳
虹
訳
）

（
同
一
）

或
い
は
、
又
、
同
じ
ヴ
ェ
ル
レ
ー
ヌ
の
「
身
振
り
狂
言
」
等
も
発
想
の
ヒ
ン
ト
に
な

っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
基
本
的
に
、
西
洋
に
お
け
る
古
典
的
な
無
言
劇
に
登
場
す

る
嘆
ぎ
の
ピ
エ
ロ
の
伝
統
を
踏
ま
え
た
も
の
と
見
て
よ
い
。
そ
れ
は
扱
て
置
き
、
此

処
で
も
改
め
て
ピ
エ
ロ
の
姿
を
照
ら
し
出
す
月
光
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ

う
。
本
来
、
中
也
の
詩
は
、
そ
の
強
烈
な
自
我
意
識
の
故
か
、
自
己
の
志
を
述
べ
、

直
接
的
に
自
己
の
心
情
を
告
白
す
る
第
一
人
称
的
傾
向
が
強
か
っ
た
が
、
そ
の
詩
的

空
間
に
月
の
光
が
射
し
入
る
時
、
そ
の
傾
向
は
抑
制
さ
れ
、
不
思
議
な
静
け
さ
の
中

に
自
己
は
客
体
化
さ
れ
て
歌
い
出
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
先
に
見
た
「
月
」
の
中
で

は
中
也
は
自
己
を
完
全
に
父
親
に
仮
託
し
、
「
お
道
化
う
た
」
の
中
で
は
半
ば
ウ
ィ
ー

ン
の
ベ
ー
ト
ー
ベ
ン
に
仮
託
し
て
、
自
己
を
対
象
化
し
つ
つ
語
っ
て
い
た
。
こ
の
「
幻

影
」
に
お
い
て
も
、
「
私
」
と
其
の
頭
の
中
に
住
む
「
ピ
エ
ロ
」
と
い
う
二
人
の
人

格
が
登
場
し
、
「
私
」
は
「
ピ
エ
ロ
」
の
姿
を
傍
観
し
乍
ら
歌
う
の
で
あ
る
。
無
論
、

こ
れ
は
、
近
代
人
の
分
裂
的
な
自
意
識
が
生
み
出
す
幻
影
で
あ
っ
て
、
客
体
化
さ
れ

た
自
己
も
此
れ
を
認
識
す
る
主
体
的
な
自
己
も
同
一
の
詩
人
自
身
で
あ
る
こ
と
は
言

う
迄
も
な
い
。
だ
が
、
月
の
光
は
、
丁
度
詩
人
と
其
の
影
法
師
を
照
ら
し
出
す
よ
う

に
、
も
う
一
人
の
（
一
層
真
実
の
自
己
内
面
の
）
自
己
を
浮
か
び
上
ら
せ
た
の
で
あ

る
。
こ
の
「
薄
命
さ
う
」
な
「
弱
々
し
げ
」
で
「
あ
は
れ
げ
」
な
「
や
さ
し
さ
う
」

な
ピ
エ
ロ
こ
そ
、
ま
さ
に
詩
人
本
来
の
肖
像
で
あ
っ
て
、
彼
は
言
葉
に
な
ら
ぬ
言
葉

を
伝
え
よ
う
と
し
て
、
身
振
り
に
よ
っ
て
も
其
れ
を
伝
え
よ
う
と
す
る
。
だ
が
、
そ

れ
は
決
し
て
外
部
に
伝
わ
る
事
は
な
い
の
で
あ
る
。
彼
は
憔
伜
し
、
締
念
し
、
遂
に

は
悲
し
く
や
さ
し
い
眼
差
し
を
投
げ
る
他
は
な
い
。
こ
の
詩
の
主
題
は
、
既
に
、
何

か
を
歌
お
う
と
い
う
の
で
は
な
く
、
歌
お
う
と
す
る
事
自
体
を
歌
お
う
と
し
て
い
る

訳
だ
が
、
そ
れ
は
、
も
う
、
言
葉
の
領
域
を
超
え
て
音
楽
の
純
粋
性
を
模
倣
し
乍
ら
、

人
間
存
在
其
の
も
の
の
透
明
な
悲
哀
を
響
か
せ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
以
上
、
月
に
関
る
三
つ
の
詩
を
検
討
し
て
き
た
が
、
月
の
光
は
詩
人
の
悲
哀
を
対

象
化
し
、
客
体
化
し
て
照
ら
し
出
す
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
多
分
に
道

化
の
色
彩
に
よ
っ
て
染
め
ら
れ
た
が
、
そ
れ
故
に
こ
そ
逃
れ
よ
う
の
な
い
悲
し
み
を

沈
潜
さ
せ
る
も
の
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
だ
が
、
本
当
の
意
味
で
中
也
が
歌
う
月

の
光
が
澄
明
な
も
の
と
な
り
哀
切
な
も
の
と
な
る
の
は
、
愛
児
文
也
の
死
に
直
面
し

た
後
の
こ
と
で
あ
る
。
次
に
は
節
を
改
め
て
、
そ
う
し
た
月
の
光
の
深
化
を
眺
め
て

み
た
い
と
思
う
。

二

　
中
也
の
第
二
詩
集
『
在
り
し
日
の
歌
』
（
昭
和
＝
二
年
四
月
、

録
さ
れ
た
「
月
」
は
次
の
よ
う
な
作
品
で
あ
る
。

叢
文
社
刊
）
に
収
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月

　
　
　
　
め
う
が

今
宵
月
は
蓑
荷
を
食
い
過
ぎ
て
み
る

　
せ
い
せ
い
ぢ
ゃ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
わ
　

濟
製
場
の
屋
根
に
ブ
ラ
下
っ
た
琵
琶
は
鳴
る
と
し
も
想
へ
ぬ

石
灰
の
匂
ひ
が
し
た
っ
て
怖
け
る
に
は
及
ば
ぬ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
マ

潅
木
が
そ
の
個
性
を
砥
い
で
る
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
べ
ん
が
ら

姉
妹
は
眠
っ
た
、
母
親
は
紅
殻
色
の
格
子
を
締
め
た
！

さ
て
ベ
ラ
ン
ダ
の
上
に
だ
が

見
れ
ば
銅
貨
が
落
ち
て
み
る
、
い
や
メ
タ
ル
な
の
か
ア

こ
れ
は
今
日
圭
体
落
と
し
た
文
子
さ
ん
の
だ

明
日
ぱ
こ
れ
を
届
け
て
や
ら
う

ポ
ケ
ッ
ト
に
入
れ
た
が
氣
に
か
鼠
る
、
月
は
蓑
荷
を
食
ひ
過
ぎ
て
み
る

潅
木
が
そ
の
個
性
を
砥
い
で
る
る

姉
妹
ぱ
眠
っ
た
、
母
親
は
紅
殻
色
の
格
子
を
締
め
た
！

「
月
」
は
「
紀
元
」
昭
和
九
年
一
月
号
に
発
表
さ
れ
た
が
、
制
作
年
次
は
不
詳
で
あ

る
。
前
節
に
見
た
「
月
」
と
は
内
容
的
に
近
い
の
で
、
或
い
は
、
大
正
一
四
、
五
年

頃
か
と
も
思
わ
れ
る
が
、
部
分
的
に
は
初
期
ダ
ダ
イ
ズ
ム
の
痕
跡
が
残
る
作
品
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
3

あ
る
。
中
原
思
郎
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
此
処
で
も
「
蓑
荷
を
食
ひ
過
ぎ
て
み
る
」
月

は
、
茗
荷
等
の
香
辛
料
を
好
み
晩
年
は
健
忘
症
に
悩
ま
さ
れ
た
父
謙
助
と
い
う
こ
と

に
な
り
、
「
濟
製
場
」
や
「
石
灰
の
匂
ひ
」
は
湯
田
医
院
の
実
景
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
そ
し
て
中
也
の
小
学
校
時
代
の
恩
師
で
あ
る
阿
野
タ
ミ
先
生
に
琵
琶
を
習
っ
て

い
た
謙
助
が
、
「
姉
妹
」
即
ち
看
護
婦
達
を
見
遣
り
乍
ら
「
鳴
る
と
し
も
想
へ
ぬ
」

下
手
さ
加
減
で
琵
琶
を
掻
ぎ
鳴
ら
し
て
い
る
場
面
と
い
う
風
に
説
明
さ
れ
る
。
作
品

の
素
材
と
し
て
は
、
或
い
は
其
う
し
た
郷
里
の
風
景
が
想
起
さ
れ
て
い
た
の
か
も
し

れ
な
い
。

　
し
か
し
、
こ
の
「
月
」
に
お
い
て
は
、
先
の
「
月
」
と
は
違
っ
て
月
は
完
全
に
人

格
化
さ
れ
た
存
在
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
又
、
石
灰
の
匂
い
に
「
暴
け
る
に
は
及
ば

ぬ
」
と
い
う
の
も
、
医
院
長
で
あ
っ
た
謙
助
の
感
情
と
し
て
は
梢
不
自
然
で
あ
る
。

此
処
で
は
、
謙
助
に
直
結
さ
せ
る
よ
り
も
自
立
的
な
月
夜
の
作
品
と
し
て
受
容
す
べ

き
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
「
蓑
荷
を
食
ひ
過
ぎ
て
み
る
月
」
は
、
膨
張
し
輪
郭
を
ぼ
や

け
さ
せ
た
朧
夜
の
満
月
と
で
も
考
え
れ
ば
よ
い
で
あ
ろ
う
。
又
、
中
空
の
「
琵
琶
」

も
瀬
い
月
明
り
の
気
分
を
象
徴
す
る
暗
喩
で
も
あ
ろ
う
か
。
月
光
と
楽
器
の
取
り
合

せ
を
、
我
々
は
既
に
「
お
道
化
う
た
」
の
中
に
見
た
し
、
後
に
「
月
の
光
」
の
中
に

も
見
出
す
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
は
採
て
置
き
、
こ
う
し
た
月
光
の
中
で
潅
木
は
黒
々
と
し
た
輪
郭
を
顕
わ
に

し
、
昼
間
一
緒
に
遊
ん
だ
（
恐
ら
く
は
）
幼
い
姉
妹
達
も
今
は
い
な
い
と
い
う
状
況

で
あ
る
。
そ
し
て
、
母
親
が
戸
締
り
を
済
ま
せ
た
家
の
外
で
、
作
者
は
何
か
不
安
を

覚
え
、
孤
独
を
感
じ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
恐
ら
く
、
取
り
残
さ
れ
た
子
供
の
感
情
で

あ
ろ
う
。
創
元
社
版
全
集
の
編
注
に
よ
れ
ば
、
こ
の
作
品
に
は
「
十
二
歳
の
精
神
」

と
題
す
る
異
稿
が
あ
っ
た
と
い
う
か
ら
、
作
者
は
、
矢
張
り
、
少
年
時
の
感
情
を
回

想
し
つ
つ
歌
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
此
処
で
は
、
恐
ら
く
母
親
を
含
め
て
誰

も
が
彼
一
人
戸
外
に
取
り
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
着
い
て
い
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

彼
は
、
一
時
的
に
も
せ
よ
家
族
か
ら
遠
ざ
か
り
、
日
常
的
な
人
間
関
係
か
ら
切
断
さ

れ
て
、
実
存
的
孤
独
の
萌
芽
と
で
も
い
っ
た
も
の
を
感
じ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ

し
て
、
そ
う
し
た
彼
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
彼
同
様
に
ベ
ラ
ン
ダ
の
上
に
放
置
さ
れ
た

メ
タ
ル
を
見
出
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
中
也
は
、
初
期
詩
篇
「
都
会
の
夏
の
夜
」

の
中
で
「
月
は
空
に
メ
タ
ル
の
よ
う
に
」
云
々
と
歌
っ
た
こ
と
も
あ
る
の
だ
が
、
月

の
光
は
此
の
忘
れ
去
ら
れ
た
一
個
の
メ
タ
ル
を
照
ら
し
出
す
よ
う
に
、
彼
の
孤
独
を

も
照
ら
し
出
し
て
い
る
。
彼
に
と
っ
て
、
こ
の
メ
タ
ル
が
一
「
氣
に
か
Σ
る
」
の
は
、

こ
う
し
た
自
己
同
一
視
に
よ
る
も
の
に
違
い
な
い
。

3
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だ
が
、
こ
の
少
年
の
孤
独
は
、
平
和
な
日
常
生
活
の
中
で
偶
然
に
生
み
出
さ
れ
た

例
外
的
な
も
の
に
過
ぎ
ず
、
彼
が
再
び
家
族
の
間
に
復
帰
す
れ
ぽ
立
所
に
解
消
さ
れ

る
べ
き
も
の
で
も
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
丁
度
明
日
に
な
っ
て
彼
が
此
の
メ
タ
ル
を
文

子
さ
ん
に
届
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
総
て
が
回
復
さ
れ
る
の
と
同
様
で
あ
る
。
彼
は
、

人
間
存
在
其
の
も
の
が
持
つ
根
元
的
孤
独
を
垣
間
見
乍
ら
も
、
そ
れ
を
回
復
す
る
方

向
も
手
段
に
見
失
っ
て
は
い
な
い
。
だ
が
、
こ
の
少
年
の
予
感
し
た
孤
独
は
、
次
第

に
絶
対
的
な
も
の
と
な
り
、
後
述
す
る
「
月
夜
の
濱
邊
」
に
到
っ
て
は
既
に
回
復
し

難
い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
論
者
は
、
「
月
夜
の
濱
邊
」
に
辿
り
着
く

前
に
、
こ
の
取
り
残
さ
れ
た
子
供
の
感
情
を
め
ぐ
っ
て
尚
多
少
の
廻
り
道
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。

閑
　
寂

　
　
　
お
と
な

な
ん
に
も
訪
ふ
こ
と
の
な
い
、

私
の
心
は
閑
寂
だ
。

そ
れ
は
日
曜
日
の
渡
り
廊
下
、

　
　
み
ん
な
は
野
原
へ
行
つ
ち
ゃ
っ
た
。

　
　
　
　
　
つ
　
や

板
は
冷
た
い
光
澤
を
も
ち
、

小
鳥
は
庭
に
帰
い
て
る
る
。

締
め
の
足
り
な
い
水
道
の
、

　
　
し
っ
く

蛇
口
の
滴
は
、
つ
と
光
り
！

空
は
き
れ
い
な
四
月
で
す
。

　
　
　
お
と
な

な
ん
に
も
訪
ふ
こ
と
の
な
い
、

私
の
心
は
閑
寂
だ
。

　
「
閑
寂
」
は
「
歴
程
」
（
昭
和
一
一
年
三
月
号
）
に
発
表
さ
れ
た
「
倦
怠
挽
歌
」

五
篇
の
内
の
一
つ
で
あ
る
。
実
は
、
前
節
で
引
い
た
「
お
道
化
う
た
」
も
そ
の
内
の

一
篇
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
「
閑
寂
」
も
、
其
の
制
作
は
道
化
調
の
作
品
が
集
中
す
る

昭
和
九
、
十
年
頃
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
る
。
作
中
世
界
は
、
中
也
が
通
っ
た
湯
田

の
小
学
校
を
思
わ
せ
る
が
、
と
す
れ
ば
日
曜
日
の
校
庭
は
正
に
閑
寂
其
の
も
の
で
、

生
徒
達
は
野
原
へ
行
き
、
作
者
一
人
が
取
り
残
さ
れ
た
状
況
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

恐
ら
く
、
中
也
は
、
十
年
余
に
亘
る
東
京
生
活
の
中
で
、
詩
人
と
い
う
「
神
」
の
小

羊
な
ら
ぬ
山
羊
と
し
て
、
俗
人
達
と
戦
っ
た
戦
闘
的
な
『
山
羊
の
歌
』
の
時
代
を
通

過
し
て
、
こ
の
よ
う
な
心
境
に
立
ち
到
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
虚
無
的

な
色
調
さ
え
帯
び
る
が
、
一
面
で
は
、
又
、
空
虚
さ
を
も
其
の
盤
受
容
し
、
肯
定
も

否
定
も
な
く
味
わ
い
楽
し
ん
で
い
る
様
な
、
奇
妙
な
明
る
さ
を
帯
び
た
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
ま
る
で
無
邪
気
な
子
供
の
真
空
状
態
に
も
似
た
心
持
で
あ
る
。
彼
に
は
、

も
う
、
視
界
に
入
る
諸
々
の
事
象
に
拘
泥
す
る
積
り
も
無
さ
そ
う
だ
し
、
こ
の
取
り

残
さ
れ
た
状
態
は
、
自
己
完
結
的
な
深
み
に
到
達
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
唯
、
彼
の

意
識
は
僅
か
に
野
原
へ
行
っ
ち
ゃ
っ
た
「
み
ん
な
」
を
忘
れ
な
い
が
、
恐
ら
く
、
彼

が
み
ん
な
を
追
っ
て
野
原
へ
行
っ
て
も
、
其
処
に
見
出
す
も
の
は
次
の
よ
う
な
孤
独

ば
か
り
で
あ
ろ
う
。

春
と
赤
ン
坊

3
4

　
　
　
ば
ら
い
ろ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
ば
り
　

土
は
薔
薇
色
、
空
に
は
雲
雀

菜
の
花
畑
で
眠
っ
て
み
る
の
は
：



菜
の
花
畑
で
吹
か
れ
て
み
る
の
は
－

赤
ン
坊
で
は
な
い
で
せ
う
か
？

い
い
え
、
空
で
鳴
る
の
は
、
電
線
で
す
電
線
で
す

ひ
ね
も
す
、
空
で
鳴
る
の
は
、
あ
れ
は
電
線
で
す

菜
の
花
畑
に
眠
っ
て
み
る
の
は
、
赤
ン
坊
で
す
け
ど

走
っ
て
ゆ
く
の
は
、
自
韓
薄
々
三
々

向
ふ
の
道
を
、
走
っ
て
ゆ
く
の
は

薄
桃
色
の
、
風
を
切
っ
て
…
－

薄
桃
色
の
、
風
を
切
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ろ
く
も

走
っ
て
ゆ
く
の
ば
菜
の
花
畑
や
空
の
白
雲

　
　
赤
ン
坊
を
畑
に
置
い
て

「
春
と
赤
ン
坊
」
は
「
文
学
界
」
昭
和
十
年
四
月
号
に
発
表
さ
れ
た
が
、
そ
の
制
作

は
同
年
二
、
三
月
頃
と
推
定
さ
れ
る
。
と
す
れ
ぽ
、
当
時
帰
省
中
の
中
也
は
、
湯
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
早
春
風
景
の
中
で
歌
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
歌
わ
れ
て
い
る
の
は
一
面
の

菜
の
花
と
其
の
中
に
眠
る
赤
ン
坊
で
あ
る
が
、
無
論
、
こ
れ
は
実
景
で
は
な
く
、
メ

ル
ヘ
ン
風
の
一
心
象
風
景
で
あ
ろ
う
。
菜
の
花
に
隠
さ
れ
て
眠
る
赤
ン
坊
は
「
…
…

赤
ン
坊
で
は
な
い
の
で
ぜ
う
か
？
」
と
表
現
さ
れ
、
実
態
を
確
認
出
来
る
も
の
で
は

な
い
。
或
い
は
、
そ
れ
は
、
中
也
の
精
神
が
幼
時
に
遡
行
し
純
化
し
て
赤
ン
坊
と
な

っ
て
存
在
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
し
た
彼
の
耳
に
は
、
空
で
鳴
る
電
線
の

音
も
雲
雀
の
声
の
よ
う
に
も
聞
こ
え
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
作
品
の
連
作
で
あ
る
「
雲

雀
」
の
中
で
は

ひ
ね
も
す
空
で
鳴
り
ま
す
は

あ
Σ
　
電
線
だ
、
電
線
だ

ひ
ね
も
す
空
で
暗
き
ま
す
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め

あ
Σ
　
雲
の
子
だ
、
雲
雀
奴
だ

と
い
う
風
に
、
現
実
と
幻
想
と
が
交
錯
し
つ
つ
歌
わ
れ
て
い
る
。
詰
り
、
実
景
は
大

人
の
詩
人
が
故
郷
の
菜
の
花
畑
に
立
っ
て
電
線
の
音
を
聞
い
て
い
る
の
だ
が
、
幻
想

の
中
で
は
菜
の
花
畑
で
赤
ン
坊
の
彼
が
雲
雀
の
声
を
聞
き
乍
ら
無
心
に
眠
っ
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
つ
つ

の
で
あ
る
。
そ
し
て
一
度
は
「
い
い
え
、
空
で
鳴
る
の
は
、
電
線
で
す
」
と
現
に
返

り
乍
ら
も
、
再
び
「
菜
の
花
畑
に
眠
っ
て
み
る
の
は
、
赤
ン
坊
で
す
け
ど
」
と
夢
の

中
へ
潜
り
込
み
、
最
終
的
に
連
作
「
雲
雀
」
の
末
尾
で
は
、
「
菜
の
花
畑
で
（
中
略
）

　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
ゐ
　
　
う
　
　
へ

眠
っ
て
み
る
の
は
赤
ん
坊
だ
？
」
（
傍
点
1
1
論
者
）
と
（
仮
想
）
断
言
さ
れ
る
に
到

る
。　

そ
し
て
、
こ
の
無
心
に
眠
り
続
け
る
赤
ン
坊
と
其
れ
を
取
巻
く
世
界
と
は
次
第
に

乖
離
し
て
ゆ
ぎ
、
赤
ン
坊
は
唯
一
人
幻
想
の
中
に
取
り
残
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。

即
ち
、
現
実
に
は
動
か
な
い
菜
の
花
畑
や
空
の
白
雲
の
下
を
自
転
車
の
方
が
（
蓮
華

畑
を
縫
っ
て
）
疾
走
す
る
の
だ
が
、
飽
く
迄
幻
想
の
内
に
留
ま
ろ
う
と
す
れ
ぽ
、
相

対
的
に
菜
の
花
畑
や
空
の
白
雲
の
方
が
疾
走
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

我
々
が
車
窓
で
経
験
す
る
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
錯
誤
だ
が
、
こ
う
し
て
幻
想
風
景
は
完

成
し
、
「
雲
雀
」
の
中
で
は
「
あ
の
山
こ
の
山
」
さ
え
「
歩
い
て
ゆ
く
」
こ
と
に
な

る
。
そ
し
て
、
無
心
の
赤
ン
坊
で
あ
り
続
け
よ
う
と
す
る
作
者
に
と
っ
て
は
、
時
間

も
空
間
も
、
詰
り
は
世
界
の
方
が
彼
を
残
し
て
過
ぎ
去
っ
て
行
く
の
で
あ
る
。
彼
の

孤
独
は
既
に
現
実
の
人
間
関
係
を
越
え
て
、
こ
の
世
界
其
の
も
の
へ
の
異
和
と
な
っ

て
現
れ
始
め
た
よ
う
で
あ
る
。
彼
は
歌
う
。

鳥
が
喘
い
で
通
る

3
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庭
の
地
面
も
鹿
の
や
う
に
睡
い
。

　
　
林
が
逃
げ
た
農
家
が
逃
げ
た
、

空
は
悲
し
い
衰
弱
。

　
　
　
　
　
私
の
心
は
悲
し
い
…
…

「
冬
の
明
け
方
」
昭
和
三
年
四
月
「
歴
程
」

彼
は
、
も
う
自
分
が
現
実
の
世
界
に
生
き
て
い
る
実
感
が
感
じ
ら
れ
ず
、
生
は
希
薄

化
し
、
あ
の
現
在
と
も
過
去
と
も
つ
か
ぬ
「
在
り
し
日
」
の
氾
濫
に
苦
し
む
こ
と
に

な
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
取
り
残
さ
れ
た
子
供
の
情
景
を
追
っ
て
中
也
晩
年
の
孤
独
の
諸
相
を
辿
っ

た
が
、
こ
う
し
た
彼
を
慰
め
る
唯
一
の
も
の
は
長
男
文
也
の
存
在
で
あ
っ
た
。
文
也

の
誕
生
は
昭
和
九
年
十
月
一
八
日
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
正
に
彼
の
思
い
描
い
た
菜
の

花
畑
の
赤
ン
坊
の
幻
想
に
す
っ
ぽ
り
と
嵌
め
込
ま
れ
た
現
実
で
あ
っ
た
。
彼
が
如
何

に
文
也
の
誕
生
を
喜
び
、
如
何
に
文
也
を
愛
し
た
か
、
そ
れ
は
日
記
に
濡
し
て
み
れ

ぽ
明
ら
か
で
あ
る
。
例
え
ば
昭
和
＝
年
七
月
に
書
か
れ
た
「
遺
言
的
記
事
」
の
中

で
は
「
文
也
も
詩
が
好
き
に
な
れ
ば
い
い
が
。
二
代
が
』
り
な
ら
可
な
り
な
こ
と
が

出
來
よ
う
」
と
記
し
、
読
者
や
学
業
等
詩
道
修
業
の
一
一
に
つ
い
て
細
叙
し
て
い
る
。

恐
ら
く
、
中
也
は
、
文
也
の
中
に
も
う
一
人
の
自
分
を
見
出
し
、
し
か
も
、
そ
れ
は
、

嘗
て
の
彼
が
完
全
な
形
で
所
有
し
て
い
た
宇
宙
的
調
和
と
天
動
説
的
統
］
を
体
現
し

た
自
己
で
あ
っ
た
。
汚
れ
ち
ま
っ
た
悲
し
み
に
傷
つ
き
「
口
惜
し
き
人
」
と
し
て
苦

悩
す
る
自
己
で
は
な
く
、
正
に
名
辞
以
前
の
無
垢
な
る
魂
と
し
て
の
自
己
で
あ
っ
た
。

文
也
と
の
一
体
化
に
つ
い
て
は
多
く
の
友
人
、
評
家
が
指
摘
す
る
処
だ
が
、
そ
れ
丈

に
、
昭
和
一
一
年
＝
月
十
日
の
文
也
の
急
死
は
、
中
也
の
精
神
の
中
核
を
破
壊
し
、

遂
に
は
其
の
肉
体
を
も
死
に
到
ら
し
め
た
一
大
事
件
で
あ
っ
た
。
中
也
は
、
文
也
の

遺
骸
に
取
縄
っ
て
な
か
な
か
に
納
棺
を
許
さ
な
か
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
が
、
彼
は
其

の
悲
し
み
を
次
の
よ
う
に
歌
う
。
明
る
い
菜
の
花
畑
の
赤
ン
坊
は
、
既
に
暗
い
草
叢

に
隠
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

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
來
て
る
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

月
の
光
　
そ
の
二

お
」
チ
ル
シ
ス
と
ア
マ
ン
ト
が

庭
に
出
て
來
て
遊
ん
で
る

3
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ほ
ん
に
今
夜
は
春
の
宵

　
　
　
　
　
　
　
も
や

な
ま
あ
っ
た
か
い
需
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
ぎ
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
」
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

　
　
　
　
　
し
ゃ
が
　

螢
の
や
う
に
欝
ん
で
る

「
月
の
光
」
連
作
は
「
文
学
界
」
昭
和
一
二
年
二
月
号
に
発
表
さ
れ
た
が
、
制
作
は

文
也
急
死
の
直
後
、
即
ち
前
年
一
一
月
中
旬
か
ら
一
二
月
中
旬
迄
の
間
と
推
定
さ
れ

る
。
こ
れ
は
、
矢
張
り
、
文
也
追
悼
詩
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
尤
も
、
中
也
詩
に

は
其
れ
以
前
に
も
幾
度
か
死
児
の
イ
メ
ー
ジ
は
登
場
し
て
お
り
、
こ
の
作
品
も
全
て

を
文
也
の
死
に
還
元
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
だ
が
、
作
中
「
死
ん
だ
兄
」
が
「
死

ん
だ
子
」
に
変
る
事
実
は
見
逃
せ
な
い
　
又
、
「
そ
の
一
」
に
お
け
る
「
月
の
光
が

照
っ
て
み
た
」
と
い
う
異
様
な
迄
の
リ
フ
レ
イ
ン
の
多
用
は
、
作
老
の
激
し
い
実
感

の
高
ま
り
を
示
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
人
は
悲
痛
の
極
に
お
い
て
説
明
の
言
葉
を
失

い
、
放
心
の
内
に
虚
し
い
同
句
反
復
に
陥
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
点
を

含
め
て
、
作
中
世
界
の
被
岸
性
や
月
光
の
意
味
に
つ
い
て
、
論
者
は
、
別
の
所
で
詳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

述
し
た
こ
と
も
あ
る
の
で
今
は
繰
り
返
さ
な
い
。
が
、
唯
、
次
の
よ
う
な
点
に
つ
い

て
は
改
め
て
留
意
し
て
お
き
た
い
。

　
先
ず
、
こ
の
詩
の
発
想
に
は
ヴ
ェ
ル
レ
ー
ヌ
の
「
マ
ン
ド
リ
ン
」
が
関
わ
っ
て
い

る
が
、
官
能
的
な
月
光
の
中
で
チ
ル
シ
ス
や
ア
マ
ン
ト
達
と
い
っ
た
牧
童
が
マ
ン
ド

リ
ン
を
掻
ぎ
鳴
ら
す
其
の
作
中
世
界
に
比
し
て
、
「
月
の
光
」
の
其
れ
は
終
始
無
言

の
世
界
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ギ
タ
ー
は
遂
に
放
置
さ
れ
た
儘
で
あ
り
、
チ

ル
シ
ス
達
の
ひ
そ
ひ
そ
話
が
聞
こ
え
る
程
に
周
囲
は
静
寂
に
包
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ

は
、
あ
の
対
象
化
し
客
体
化
す
る
月
の
光
が
照
ら
し
出
し
た
中
也
内
部
の
心
象
風
景

で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
中
で
チ
ル
シ
ス
と
ア
マ
ン
ト
と
い
う
妖
精
じ
み
た
子
供

は
無
心
の
遊
び
を
始
め
る
。
一
方
、
死
ん
だ
子
は
草
叢
の
蔭
に
隠
れ
て
い
て
全
く
動

く
気
配
は
無
い
。
眼
前
に
見
え
て
い
る
の
は
チ
ル
シ
ス
と
ア
マ
ン
ト
だ
が
、
影
の
主

役
は
死
ん
だ
子
で
、
チ
ル
シ
ス
と
ア
マ
ン
ト
の
動
き
は
死
ん
だ
子
の
存
在
を
対
比
的

に
印
象
付
け
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
又
、
月
の
光
が
明
る
け
れ
ば
明
る
い
程
草

叢
の
蔭
の
暗
さ
が
深
ま
る
丈
で
あ
る
。
極
言
す
れ
ば
チ
ル
シ
ス
と
ア
マ
ン
ト
は
死
ん

だ
子
の
為
に
存
在
し
、
月
光
は
蔭
を
現
前
す
る
為
に
無
限
に
降
り
注
ぎ
続
け
な
け
れ

ぽ
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
作
中
世
界
は
「
そ
の
二
」
に
到
っ
て
、
な
ま
あ
っ
た
か
い
露
も
現
れ
チ

ル
シ
ス
達
の
ひ
そ
ひ
そ
話
も
始
ま
る
の
だ
が
、
そ
の
分
明
と
暗
、
動
と
静
の
乖
離
は

決
定
的
な
も
の
に
な
っ
て
ゆ
く
。
詰
り
、
「
そ
の
一
」
に
あ
っ
て
は
、
死
ん
だ
子
は

其
の
姿
を
確
認
出
来
な
い
迄
も
チ
ル
シ
ス
達
と
同
じ
庭
の
地
上
に
存
在
し
得
た
が
、

「
そ
の
二
」
に
到
っ
て
は
既
に
芝
生
の
向
う
の
黒
々
と
し
た
森
に
迄
後
退
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
彼
は
霊
魂
の
よ
う
な
螢
と
な
っ
て
、
月
光
の
庭
と
は
全
く
異

っ
た
世
界
へ
旅
立
っ
て
ゆ
く
よ
う
で
あ
る
。
幽
か
に
明
減
す
る
螢
の
光
が
永
久
に
失

3
7

中
原
中
也
の
「
月
夜
の
濱
邊
」
を
め
ぐ
っ
て



越
　
　
智
　
　
良
　
　
二

わ
れ
る
時
、
作
者
は
遂
に
死
児
を
見
失
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
中
也
は
文

也
を
呼
び
戻
そ
う
と
切
に
願
っ
た
が
、
元
よ
り
其
れ
は
叶
う
筈
も
な
く
、
文
也
は
中

也
を
此
の
世
に
残
し
て
昇
天
し
、
月
の
光
は
同
一
の
魂
の
別
離
の
無
言
劇
を
静
か
に

照
ら
し
出
し
た
よ
う
で
あ
る
。
「
月
の
光
」
は
鎮
魂
の
詩
と
言
う
に
は
余
り
に
痛
々

し
く
、
寧
ろ
別
離
の
詩
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
月
光
の
中
に
客
体
化
さ
れ
た
分
丈
余
計

に
哀
切
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
文
也
と
い
う
も
う
一
人
の
自
分
に
さ
え
取
り
残
さ

れ
た
中
也
の
悲
し
み
は
、
や
が
て
次
の
よ
う
な
夜
想
曲
と
な
っ
て
歌
わ
れ
る
。
論
者

は
、
漸
く
「
月
夜
の
濱
邊
」
に
辿
り
着
い
た
よ
う
で
あ
る
。

月
夜
の
濱
邊

月
夜
の
晩
に
、
ボ
タ
ン
が
一

波
打
際
に
、
落
ち
て
み
た
。

つ
、

そ
れ
を
拾
っ
て
、
役
立
て
よ
う
と

僕
は
思
っ
た
わ
け
で
も
な
い
が

な
ぜ
だ
か
そ
れ
を
捨
て
る
に
忍
び
ず

　
　
　
　
　
　
た
も
と
げ

僕
は
そ
れ
を
、
挟
に
入
れ
た
。

月
夜
の
晩
に
、
ボ
タ
ン
が
一

波
打
際
に
、
落
ち
て
み
た
。

つ

そ
れ
を
拾
っ
て
、
役
立
て
よ
う
と

僕
は
思
っ
た
わ
け
で
も
な
い
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
を

　
　
　
月
に
向
っ
て
そ
れ
は
膨
れ
ず

　
　
　
浪
に
向
っ
て
そ
れ
は
拗
れ
ず

僕
は
そ
れ
を
、
挟
に
入
れ
た
。

月
夜
の
晩
に
、

　
　
　
し

指
先
に
沁
み
、

拾
っ
た
ボ
タ
ン
は

心
に
沁
み
た
。

月
夜
の
晩
に
、
拾
っ
た
ボ
タ
ン
は

ど
う
し
て
そ
れ
が
、
捨
て
ら
れ
よ
う
か
？

「
月
夜
の
濱
邊
」
は
「
新
叙
園
」
昭
和
一
二
年
二
月
号
に
発
表
さ
れ
た
。
雑
誌
発
表

の
時
期
か
ら
逆
算
し
て
、
そ
の
制
作
は
矢
張
り
前
年
一
一
月
の
文
也
急
死
の
直
後
で

あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
の
作
品
に
つ
い
て
は
、
此
処
に
軍
医
時
代
の
父
謙
助
の

金
ボ
タ
ン
の
イ
メ
ー
ジ
を
重
ね
、
更
に
は
謙
助
の
恩
師
で
も
あ
っ
た
森
鴎
外
の
『
う

た
日
記
』
中
の
一
首

抽
鐙

な
ん
ざ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ

南
山
の
　
た
た
か
ひ
の
日
に

そ
で
ぐ
ち

袖
口
の
　
こ
が
ね
の
ぼ
た
ん

ひ
と
つ
お
と
し
つ

　
　
ぼ
た
ん
を

そ
の
拍
鉦
惜
し

の
余
波
を
見
よ
う
と
す
る
説
（
深
草
獅
子
郎
『
我
が
隣
人
中
原
中
也
』
）
も
あ
る
が
、

そ
れ
は
扱
て
置
き
此
処
で
は
、
先
に
引
い
た
「
月
」
の
中
の
銅
貨
に
似
た
メ
タ
ル
に

重
ね
て
考
え
て
み
た
い
。

　
作
品
は
一
読
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
「
月
夜
の
晩
に
…
…
」
と
歌
い
出
さ
れ
、

こ
の
「
月
夜
」
は
四
度
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
あ
の
少
年
の
日
ベ
ラ
ン
ダ
に
放
置
さ

3
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れ
た
メ
タ
ル
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
ボ
タ
ン
は
、
矢
張
り
、
月
光
に
照
ら
し
出

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
月
光
は
、
少
年
の
日
以
来
中
也
の
心
を
容
体
化

し
、
そ
の
孤
独
を
浮
か
び
上
ら
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
あ
の
「
月
」
の
作
者
が
、
締

め
た
紅
穀
色
の
格
子
戸
の
外
に
一
人
取
り
残
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
こ
の
月
夜
の
浜

辺
を
迫
溢
す
る
作
者
の
傍
ら
に
も
同
伴
者
の
影
は
無
さ
そ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
此
の

作
者
は
、
今
に
も
波
に
さ
ら
わ
れ
そ
う
な
頼
り
な
さ
で
浜
辺
に
落
ち
て
い
た
一
個
日

ボ
タ
ン
に
自
己
の
存
在
を
重
ね
、
自
己
の
生
の
在
り
方
を
見
出
す
の
で
あ
る
。

　
「
月
夜
の
晩
に
ボ
タ
ン
が
ひ
と
つ
」
云
々
の
繰
り
返
し
は
、
寄
せ
て
は
返
す
波
の

繰
り
返
し
を
思
わ
せ
も
す
る
が
、
基
本
的
に
は
、
こ
れ
は
、
作
者
の
内
部
で
出
口
の

無
い
物
想
い
が
無
限
に
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
反
映
で
も
あ
ろ
う
。
文
也
急
死

の
直
後
に
書
か
れ
た
作
品
に
は
、
先
に
見
た
「
月
の
光
」
が
典
型
的
に
示
す
如
く
、

末
刊
詩
篇
「
夏
の
夜
の
博
覧
曾
は
か
な
し
か
ら
ず
や
」
に
し
て
も
「
冬
の
長
門
峡
」

（
初
稿
）
に
し
て
も
、
執
拗
な
迄
の
リ
フ
レ
イ
ン
を
伴
い
、
詠
嘆
を
繰
り
返
す
中
也

の
心
の
高
鳴
り
を
窺
わ
せ
る
。

　
や
が
て
作
者
は
ボ
タ
ン
を
拾
い
上
げ
る
が
、
「
そ
れ
を
拾
っ
て
、
役
立
て
よ
う
と
」

思
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
あ
の
「
月
」
に
あ
っ
て
は
、
拾
っ
た
メ
タ
ル
は
文
子
さ
ん

の
物
で
あ
り
、
作
者
は
其
れ
を
明
日
に
ぱ
届
け
て
や
ろ
う
と
い
う
目
的
を
持
っ
て
い

た
。
だ
が
、
こ
の
ボ
タ
ン
は
、
既
に
届
け
る
べ
き
相
手
も
用
い
る
べ
き
目
的
も
な
い

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
そ
の
墨
両
者
の
孤
独
の
深
さ
に
見
合
う
相
違
で
あ
ろ
う
。
念

の
為
に
言
え
ば
、
メ
タ
ル
の
孤
独
は
復
帰
す
べ
き
人
間
関
係
が
想
定
さ
れ
る
も
の
で

あ
っ
た
の
に
対
し
、
ボ
タ
ン
の
其
れ
は
既
に
回
復
不
可
能
な
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ま

メ
タ
ル
は
ポ
ケ
ッ
ト
に
思
わ
れ
、
ボ
タ
ン
は
訣
に
収
め
ら
れ
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
託

さ
れ
た
孤
独
を
受
容
す
る
作
者
の
思
い
は
本
質
的
に
異
な
る
よ
う
で
あ
る
。

　
ボ
タ
ン
を
拾
っ
た
作
者
は
、
｝
度
は
其
れ
を
月
に
向
っ
て
拡
り
出
そ
う
と
し
、
浪

に
向
っ
て
拡
り
出
そ
う
と
し
て
い
た
。
彼
は
何
と
か
此
の
孤
独
な
生
か
ら
逃
れ
た
い

と
願
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
意
味
す
る
処
は
、
あ
の
「
幻
影
」
の
中
で
月
下
の

ピ
エ
ロ
が
演
じ
た
パ
ン
ト
マ
イ
ム
の
よ
う
に
容
易
に
理
解
し
難
い
も
の
だ
が
、
月
に

向
っ
て
拗
れ
ば
彼
の
孤
独
の
由
っ
て
来
た
る
原
因
を
見
極
め
、
彼
の
孤
独
を
支
配
す

る
運
命
を
突
き
と
め
る
こ
と
と
も
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
だ
が
月
は
余
り
に
遠
く
、

そ
れ
は
当
然
人
間
に
は
叶
わ
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
又
、
浪
に
向
っ
て
拗
れ
ば
、
そ
れ
は

死
と
い
う
広
大
な
海
の
中
に
見
失
わ
れ
、
孤
独
を
含
め
て
生
其
の
も
の
を
無
に
帰
す

る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
だ
が
、
自
殺
も
此
の
孤
独
な
生
の
真
の

解
決
と
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
結
局
彼
は
、
指
先
に
沁
み
心
に
沁
み
た
ボ
タ
ン
を

挟
に
入
れ
て
、
こ
の
孤
独
な
生
と
い
う
宿
命
を
肉
体
的
に
も
精
神
的
に
も
受
容
し
乍

ら
月
夜
の
浜
辺
を
歩
き
続
け
る
他
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
正
に
、
こ
の
ボ
タ
ン
こ
そ

竜
馬
の
も
の
で
あ
っ
て
、
ど
う
し
て
其
れ
が
捨
て
ら
れ
よ
う
か
。
彼
は
、
又
一
つ
、

他
者
と
分
ち
合
う
こ
と
の
出
来
な
い
自
分
丈
の
悲
し
み
の
象
徴
を
拾
い
上
げ
、
黙
っ

て
其
れ
を
確
認
し
、
全
て
を
受
け
入
れ
て
月
下
に
取
り
残
さ
れ
一
人
仔
む
の
で
あ
る
。

　
中
也
は
、
そ
の
死
に
到
る
半
年
前
の
昭
和
一
二
年
六
月
九
日
友
人
阿
部
六
郎
宛
書

簡
の
中
で
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

　
…
文
壇
も
世
間
も
、
随
分
と
遠
く
ヘ
ス
ッ
と
ん
で
ゐ
ま
す
。
（
中
略
）
僕
は

自
分
を
知
り
ま
し
た
。
僕
は
夜
曲
派
（
妙
な
言
葉
な
れ
ど
も
）
で
す
。
夜
曲
派

で
わ
る
け
れ
ば
月
光
派
で
す
。
月
光
は
い
い
も
の
で
す
。
月
光
よ
り
い
い
も
の

は
あ
り
ま
せ
ん
。
も
は
や
一
生
、
さ
う
い
ふ
意
思
か
ら
出
る
こ
と
は
な
い
で
せ

う
。
今
や
僕
は
安
ん
じ
て
、
月
光
の
中
に
み
る
こ
と
が
出
來
ま
す
。
そ
の
ほ
か

の
こ
と
は
、
知
り
ま
せ
ん
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
中
也
全
集
」
第
四
巻
四
百
六
十
頁
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ざ
も
ざ
　

　
論
者
の
試
み
た
中
也
詩
の
月
光
を
追
う
細
や
か
な
考
察
も
、

な
い
よ
う
で
あ
る
。

此
処
に
止
ま
る
他
は

3
9

中
原
中
也
の
「
月
夜
の
濱
邊
」
を
め
ぐ
っ
て



　
　
　
　
越
　
　
智
　
　
良
　
　
二

　
　
　
註

註
1
　
　
『
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
全
集
1
』
（
一
九
六
三
年
五
月
、
人
文
書
院
刊
）
　
｝
四
三
頁

註
2
　
中
原
思
郎
「
事
典
・
中
也
詩
と
故
郷
」
（
別
冊
国
文
学
晦
4
『
中
原
中
也
必
携
』
一
九

　
　
七
九
年
八
月
、
学
燈
社
所
収
）

註
3
　
註
2
に
同
じ

註
4
　
拙
稿
「
中
原
中
也
の
『
冬
の
長
門
峡
』
を
め
ぐ
っ
て
」
（
愛
媛
大
学
教
育
学
部
紀
要
第

　
　
■
部
第
二
十
二
巻
（
平
成
二
年
二
月
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
九
三
年
一
〇
月
一
二
日
受
理
）

4
0


