
「
中
国
」
と
い
う
異
文
化
理
解
の
た
め
に

漢
詩
と
日
本
の
詩
歌
と
の
往
還
を
通
し
て
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（
漢
文
学
研
究
室
）

は
　
じ
　
め
　
に

　
筆
者
の
住
む
愛
媛
県
で
は
、
俳
句
の
里
と
し
て
俳
句
の
文
化
活
動
が
盛
ん
に
行
わ

れ
て
い
る
。
そ
の
俳
句
も
、
今
日
で
は
国
際
的
な
広
が
り
を
見
せ
て
お
り
、
外
国
か

ら
見
る
と
ま
さ
に
日
本
理
解
の
上
で
取
り
上
げ
る
べ
き
「
つ
の
対
象
に
な
っ
て
き
て

い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
漢
詩
の
方
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
漢
詩
は
古
く
か
ら
日
本
人

に
親
し
ま
れ
て
き
た
だ
け
に
、
そ
の
異
文
化
性
を
十
分
に
客
体
化
で
き
ず
に
き
て
し

ま
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
今
や
漢
文
の
知
的
教
養
が
後
退
し
て
い
る
状

況
に
あ
る
わ
け
だ
が
、
し
か
し
過
去
の
既
成
観
念
が
薄
れ
た
こ
と
は
、
漢
詩
を
新
し

く
見
直
す
好
機
だ
と
捉
え
る
姿
勢
も
大
切
だ
ろ
う
。

　
今
の
日
本
人
は
、
漢
詩
を
中
国
産
の
古
い
伝
統
詩
歌
だ
と
し
て
、
あ
ま
り
関
心
が

な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
漢
詩
が
私
た
ち
の
ご
く
身
近
な
所
で
、
ひ
そ
か
に
“
健

在
”
で
い
る
こ
と
を
案
外
知
ら
な
い
。
漢
詩
を
読
む
と
、
い
ろ
い
ろ
面
白
い
表
現
や

発
想
に
出
会
い
、
思
わ
ず
感
心
さ
せ
ら
れ
た
り
す
る
が
、
同
様
の
も
の
が
日
本
の
俳

句
・
短
歌
に
も
詠
ま
れ
て
い
る
の
を
発
見
す
る
と
、
再
度
感
心
さ
せ
ら
れ
る
。
江
戸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

の
芭
蕉
や
蕪
村
、
ま
た
現
代
の
歌
人
佐
藤
佐
太
郎
ら
の
句
歌
は
、
は
っ
き
り
漢
詩
を

踏
ま
え
た
も
の
だ
か
ら
当
然
だ
が
、
そ
う
い
う
明
確
な
自
覚
や
方
法
を
も
た
ぬ
場
合

で
も
、
現
代
の
日
本
の
韻
文
に
は
、
漢
詩
と
類
似
す
る
詩
情
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と

が
し
ば
し
ぼ
で
あ
る
。
現
に
、
日
本
の
俳
壇
・
歌
壇
と
中
国
の
文
壇
と
の
交
流
も
行

わ
れ
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
私
た
ち
は
俳
句
・
短
歌
な
ど
を
介
し
て
、
ま
だ
し

っ
か
り
漢
詩
に
繋
が
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
自
覚
的
な
文
学
活
動
と
い
う
所
ま

で
い
っ
て
い
る
例
は
少
な
い
に
せ
よ
、
漢
詩
と
日
本
詩
歌
は
、
絶
え
ず
新
し
い
関
係

を
構
築
、
あ
る
い
は
探
求
し
続
け
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
今
日
、
日
中
間
で
は
、
そ
の
文
化
や
国
民
性
・
視
点
な
ど
を
め
ぐ
っ
て
互
い
の
相

違
に
と
か
く
目
が
向
け
ら
れ
が
ち
だ
。
日
本
人
の
中
国
理
解
が
深
ま
っ
た
こ
と
の
現

れ
で
も
あ
る
が
、
そ
の
反
面
、
中
国
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
強
調
す
る
論
調
も
増
え
て
き

て
い
る
。
し
か
も
、
情
緒
的
な
反
感
も
少
な
く
な
い
。
だ
が
、
互
い
の
詩
歌
を
取
り

上
げ
て
比
較
し
て
み
る
と
、
相
互
に
共
感
で
き
る
も
の
も
少
な
く
な
い
の
で
あ
り
、

そ
う
し
た
事
例
を
よ
く
検
証
し
な
が
ら
、
も
っ
と
理
解
を
深
め
合
う
作
業
が
大
切
だ

と
思
う
。

　
以
下
、
例
を
上
げ
て
論
じ
て
み
た
い
。

1

愛
媛
大
学
教
育
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部
紀
要
　
人
文
・
社
会
科
学
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漢
詩
と
日
本
人
の
詩
歌

「
春
山
」

重
畳
太
古
色

濠
謡
初
雨
時

好
山
行
恐
二

流
活
語
相
随

黒
壌
生
紅
市

丘
濫
淫
白
児

因
思
石
橋
日

曾
与
道
人
期

　
春
山
　
　
晩
唐
・
貫
　
休

重
畳
た
り
　
太
古
の
色

濠
檬
た
り
　
花
雨
の
時

好
山
　
行
き
て
尽
き
ん
こ
と
を
恐
れ

流
水
　
語
り
て
相
随
う

　
　
　
こ
う
じ
ゅ
つ

黒
壌
　
早
送
を
生
じ

烏
鳶
白
菊
を
領
ず

因
り
て
思
う
　
石
橋
の
日

曾
て
　
道
人
と
期
せ
し
を

　
ま
ず
作
者
の
貫
休
（
八
三
ニ
ー
九
一
二
）
に
つ
い
て
、
簡
単
に
見
て
お
く
と
、
貫

休
は
今
の
漸
江
省
の
出
身
で
、
七
歳
で
出
家
し
た
後
、
各
地
を
遊
行
し
て
ま
わ
り
、

や
が
て
蜀
に
居
を
定
め
て
い
る
。
そ
こ
で
、
前
蜀
国
の
王
建
の
礼
遇
を
受
け
、
禅
月

大
師
の
称
号
を
賜
っ
た
と
い
う
人
物
で
あ
る
。
唐
代
の
有
名
な
詩
僧
の
一
人
に
数
え

ら
れ
て
い
る
。

第
一
句
「
重
畳
た
り
太
古
の
色
」

（
『ﾃ
事
記
』
中
巻
）

こ
の
有
名
な
古
歌
を
思
い
浮
か
べ
れ
ば
、
「
重
畳
た
る
山
々
」
の
様
子
は
た
や
す
く

想
像
で
き
よ
う
。

　
次
に
、
そ
う
し
た
山
々
が
、
「
太
古
の
色
」
を
た
た
え
て
い
る
と
い
う
。
悠
久
の

時
を
越
え
て
た
た
ず
ん
で
い
る
、
山
々
。
ま
る
で
「
太
古
の
色
」
に
包
ま
れ
て
い
る

よ
う
だ
。
こ
の
「
太
古
」
と
い
う
時
間
感
覚
は
、
常
に
ど
て
つ
も
な
く
遠
い
過
去
を

意
識
し
う
る
中
国
な
ら
で
は
の
も
の
だ
。
ふ
つ
う
日
本
人
だ
と
、
山
に
向
か
っ
た
時
、

「
あ
あ
、
太
古
の
時
間
が
流
れ
て
い
る
…
」
と
は
、
な
か
な
か
感
じ
な
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
現
代
日
本
の
詩
歌
か
ら
類
似
表
現
を
探
し
て
み
る
と
、
こ
ん
な
も
の
が
あ

る
。

「
石
」
　
草
野
心
平

雨
に
濡
れ
て

独
り

石
が
い
る

億
年
を
蔵
し
て

に
ぶ
い
ひ
か
り
の

も
や
の
中
に

2

　
「
重
畳
た
り
」
と
い
う
の
は
、
こ
の
「
春
の
山
」
が
、
幾
重
に
も
続
い
て
い
る
様

を
い
う
。
こ
の
漢
語
の
重
苦
し
さ
か
ら
は
や
読
む
意
欲
を
な
く
し
て
し
ま
う
人
も
い

よ
う
が
、
じ
つ
は
、
日
本
語
で
も
「
た
た
（
畳
）
な
つ
く
」
「
た
た
（
畳
）
な
わ
る
」

と
い
う
の
で
あ
る
。
意
味
も
、
ま
さ
に
同
様
と
い
っ
て
よ
い
。

や
ま
と
は
国
の
ま
ほ
ろ
ば
た
た
な
つ
く
青
垣
山
こ
も
れ
る
愉
し
美
し

　
こ
れ
は
何
億
年
も
の
時
間
を
宿
し
た
、
石
の
存
在
を
捉
え
た
詩
で
あ
る
。
今
は
「
雨

に
濡
れ
て
い
る
石
」
な
の
に
、
「
億
年
」
を
蔵
し
た
石
と
い
う
と
、
ど
こ
か
近
代
的

な
乾
い
た
感
覚
を
感
じ
さ
せ
る
。
本
詩
の
詩
的
感
性
が
、
き
わ
め
て
理
知
的
で
あ
る

た
め
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
貫
休
の
「
太
古
の
色
」
の
方
は
、
む
し
ろ
古
代
的
な

情
趣
を
帯
び
て
い
る
。

　
さ
て
、
当
年
は
次
句
を
ど
う
詠
ん
で
い
る
の
だ
ろ
う
か
。



第
二
句
「
檬
濠
た
り
　
花
雨
の
時
」

　
濠
々
と
「
花
雨
」
が
け
ぶ
っ
て
い
る
。
こ
の
「
花
の
雨
」
と
い
う
の
は
、
一
般
的

に
は
〈
雨
の
よ
う
に
降
る
花
〉
を
言
う
。
花
霞
み
の
よ
う
な
も
の
が
一
面
に
立
ち
込

め
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
、
あ
る
い
は
、
花
を
と
も
な
っ
た
春
雨
が
降
っ
て
い
て
、

そ
れ
が
け
ぶ
っ
て
見
え
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
な
の
か
よ
く
は
分
か
ら
な
い

が
、
と
も
か
く
も
こ
の
句
は
そ
う
し
た
春
の
気
配
の
満
ち
る
時
に
、
と
い
う
意
で
あ

る
。

春
水
と
行
く
を
止
む
れ
ぽ
流
れ
去
る
　
　
山
口
誓
子

う
し
ろ
よ
り
見
る
春
水
の
去
り
ゆ
く
を
　
　
　
〃

小
川
と
等
速
度
で
歩
い
て
み
た
り
、
急
に
立
ち
止
ま
っ
て
み
た
り
、
そ
う
か
と
思
え

ば
、
後
ろ
ざ
ま
に
流
れ
を
見
送
っ
て
み
た
り
と
、
小
川
と
無
心
に
な
っ
て
戯
れ
て
い

る
。
漢
詩
の
作
者
の
貫
休
は
、
い
っ
た
い
ど
ん
な
語
ら
い
を
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
具

体
的
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
あ
れ
こ
れ
と
想
像
す
る
の
も
ま
た
面
白
い
。

第
五
句
「
黒
壌
　
紅
元
を
生
じ
」

第
三
句
「
好
山
　
行
き
て
尽
き
ん
こ
と
を
恐
れ
」

　
「
建
山
」
と
い
う
の
は
、
こ
の
春
山
の
素
晴
ら
し
さ
を
、
ご
言
で
要
約
し
た
言
い

方
だ
。
た
た
な
つ
く
山
々
が
、
太
古
の
時
間
を
蔵
し
て
「
花
雨
」
に
包
ま
れ
て
い
る
、

そ
ん
な
趣
き
の
深
い
山
よ
、
と
い
う
称
賛
の
辞
で
あ
る
。
貫
休
は
、
そ
う
し
た
春
の

山
々
を
愛
で
な
が
ら
歩
い
て
い
る
の
だ
が
、
と
て
も
気
分
が
よ
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

そ
し
て
、
思
う
の
だ
っ
た
。
あ
あ
、
こ
の
楽
し
み
が
い
つ
ま
で
も
終
わ
ら
な
け
れ
ぽ

よ
い
の
に
と
。

　
さ
て
、
次
な
る
春
山
の
楽
し
み
は
、
何
か
。
黒
い
土
の
上
に
、
「
紅
尤
」
が
見
え

る
と
あ
る
。
「
赤
と
黒
」
と
い
う
、
よ
く
映
え
る
色
彩
の
妙
。
春
の
た
く
ま
し
い
黒

土
か
ら
、
何
か
赤
い
色
の
も
の
が
生
ま
れ
て
い
る
の
が
見
え
る
。
春
の
山
と
い
う
の

は
、
ほ
と
ん
ど
が
さ
緑
一
色
に
お
お
わ
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
中
の
赤
い
色
と
い
う

の
は
と
て
も
目
を
引
く
。
た
と
え
ぽ
、

ほ
う
ほ
う
と
紅
き
色
あ
り
春
の
山
　
　
星
野
立
子

3

第
四
句
「
流
水
　
語
り
て
相
随
う
」

　
春
の
山
歩
き
の
楽
し
み
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
が
、
春
の
小
川
も
、
そ
の
一
つ
。
清
ら

か
な
流
れ
と
と
も
に
歩
い
て
い
る
と
、
何
と
な
く
せ
せ
ら
ぎ
と
語
り
合
っ
て
い
る
よ

う
な
気
分
に
な
っ
て
く
る
。
そ
う
し
て
い
る
う
ち
に
、
い
つ
の
間
に
か
流
れ
と
連
れ

立
っ
て
い
る
よ
う
な
楽
し
さ
に
満
た
さ
れ
て
も
く
る
。
そ
ん
な
春
の
小
川
と
の
楽
し

い
語
ら
い
は
、
わ
が
俳
句
に
も
こ
う
詠
ま
れ
て
い
る
。

一
面
の
さ
緑
に
覆
わ
れ
た
春
山
の
中
に
見
え
る
赤
い
色
。
鮮
や
か
な
色
彩
を
す
く
い

取
っ
た
こ
と
ぽ
か
ら
、
春
の
鼓
動
が
そ
の
ま
ま
伝
わ
っ
て
く
る
よ
う
だ
。

　
貫
休
詩
の
「
二
元
」
の
「
元
」
と
は
、
ア
ザ
ミ
の
こ
と
。
つ
ま
り
、
赤
い
野
ア
ザ

ミ
の
意
だ
。
ア
ザ
ミ
に
も
い
ろ
い
ろ
な
種
類
が
あ
っ
て
、
春
か
ら
は
や
咲
く
も
の
も

あ
る
。
山
道
を
歩
い
て
い
る
と
、
あ
の
ア
ザ
ミ
の
赤
っ
ぽ
い
色
合
い
と
い
う
の
は
、

鄙
び
た
中
に
も
自
然
の
美
を
感
じ
さ
せ
て
く
れ
る
。
日
本
人
の
好
き
な
野
の
花
だ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
こ

う
ね
び
山
岩
根
さ
か
し
み
休
ふ
と
て
あ
ざ
み
の
花
の
紫
を
め
づ

佐
佐
木
信
綱

「
中
国
」
と
い
う
異
文
化
理
解
の
た
め
に



加
　
　
藤
　
　
國
　
　
安

畝
火
山
の
岩
々
が
す
ぐ
れ
た
風
情
な
の
で
、
少
し
休
ん
で
そ
れ
を
見
よ
う
と
思
っ
た

ら
、
目
の
前
に
ア
ザ
ミ
の
花
が
あ
っ
て
、
つ
い
そ
の
紫
の
美
に
見
と
れ
て
し
ま
っ
た

こ
と
よ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
山
中
で
の
ア
ザ
ミ
と
の
出
会
い
、
こ
れ
ま
た
山
歩
き

の
楽
し
い
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。
指
墨
も
、
紅
に
燃
ゆ
る
野
ア
ザ
ミ
に
心
を
奪
わ
れ

た
の
だ
っ
た
。

第
六
句
「
黄
猿
　
白
児
を
領
ず
」

　
そ
ん
な
野
の
花
の
面
白
さ
を
満
喫
し
て
い
る
と
こ
ろ
へ
、
貫
休
が
ふ
と
目
に
し
た

も
の
一
。
そ
れ
は
、
黄
色
い
サ
ル
が
ま
だ
白
毛
の
子
ザ
ル
を
連
れ
て
い
る
姿
だ
っ
た
。

こ
の
子
ザ
ル
、
春
に
生
ま
れ
た
ベ
ビ
ー
の
よ
う
だ
。
ま
だ
産
毛
で
覆
わ
れ
て
い
る
ひ

よ
わ
な
子
だ
か
ら
、
親
が
な
に
か
に
と
世
話
を
や
い
た
り
、
手
を
貸
し
て
や
ら
な
け

れ
ぽ
な
ら
な
い
。
そ
ん
な
光
景
を
見
て
、
貫
休
は
、
こ
の
子
ザ
ル
が
ま
る
で
自
分
の

よ
う
に
思
え
て
な
ち
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

第
七
八
句
「
因
り
て
思
う
　
石
橋
の
日
／
曾
て
　
道
人
と
期
せ
し
を
」

　
そ
こ
で
、
春
休
が
思
っ
た
こ
と
一
。
そ
れ
は
何
か
と
い
う
と
、
か
つ
て
「
石
橋
」

で
「
道
人
と
約
束
し
た
な
あ
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
「
石
橋
」
は
、
中
国
の
実

に
い
ろ
い
ろ
な
所
に
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
半
休
研
究
に
よ
れ
ぽ
、
漸
江
省
の
天
台

山
に
あ
る
石
橋
を
指
す
と
さ
れ
る
。
天
台
山
と
い
え
ぽ
、
有
名
な
修
行
の
地
で
あ
る
。

そ
こ
で
道
人
と
何
か
の
約
束
を
し
た
と
い
う
こ
と
だ
が
、
前
句
の
産
毛
の
子
ザ
ル
か

ら
の
連
想
よ
り
す
れ
ば
、
修
行
不
足
の
自
分
を
教
導
し
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
を
含

意
し
よ
う
。

　
作
品
の
全
体
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
冒
頭
よ
り
ず
っ
と
春
山
の
楽
し
さ
を
連
ね

て
き
た
が
、
最
後
に
き
て
、
の
ん
き
に
過
ご
し
て
い
る
自
分
へ
の
省
察
の
目
が
向
け

ら
れ
る
。
そ
し
て
、
修
行
を
誓
っ
た
か
つ
て
の
日
々
を
思
い
起
こ
し
て
、
し
ぼ
し
の

感
慨
に
ふ
け
る
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
す
な
わ
ち
、
第
五
句

か
ら
第
六
句
へ
の
変
化
が
、
じ
つ
に
あ
ざ
や
か
な
の
だ
。
唐
代
有
数
の
詩
僧
と
称
さ

れ
て
い
る
人
物
の
詩
な
の
に
、
の
ど
か
な
春
山
を
賛
美
し
て
こ
の
ま
ま
終
わ
る
の
で

は
と
、
い
ぶ
か
し
く
思
っ
て
い
た
矢
先
に
、
パ
ッ
と
流
れ
が
切
り
変
わ
る
こ
と
に
よ

っ
て
突
然
目
を
覚
ま
さ
れ
、
世
の
中
を
フ
ラ
フ
ラ
し
て
い
る
自
分
の
姿
が
こ
の
子
ザ

ル
に
強
く
重
ね
ら
れ
て
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
一
見
む
ず
か
し
そ
う
な
漢
詩
で
も
、
そ
の
う
ち
の
何
句
か
は
、
我
々
日
本
人
が
ご

く
身
近
に
感
ず
る
思
い
と
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
が
よ
く
あ
る
。
俳
句
や
短
歌
と
通

ず
る
詩
情
が
あ
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
こ
ん
な
作
品
を
見
て
み
よ
う
。

「
宿
新
市
徐
公
店
」

籠
落
疎
疎
一
径
深

樹
頭
新
緑
未
成
陰

児
童
急
走
追
黄
蝶

飛
入
菜
花
無
処
尋

　
新
市
の
徐
公
店
に
宿
る
　
宋
・
楊
万
里

籠
落
　
疎
疎
と
し
て
　
一
径
深
し

樹
頭
の
新
緑
　
未
だ
陰
を
成
さ
ず

児
童
　
急
ぎ
走
り
で
　
黄
蝶
を
追
う
も

飛
ん
で
菜
花
に
入
り
　
血
ぬ
る
処
無
し

　
こ
の
楊
万
里
（
一
＝
一
七
1
＝
一
〇
六
）
は
、
南
扇
を
代
表
す
る
詩
人
の
一
人
で

あ
る
。
今
の
江
西
省
吉
水
県
の
出
身
で
、
貧
困
の
家
庭
に
生
ま
れ
な
が
ら
進
士
の
試

験
に
合
格
、
以
後
、
た
び
た
び
左
遷
さ
れ
な
が
ら
も
、
国
子
博
士
、
常
州
知
事
、
秘

書
監
、
江
東
転
運
副
使
な
ど
の
要
職
を
歴
任
し
て
い
る
。
楊
万
里
の
詩
は
、
今
日
子

四
千
二
百
首
ほ
ど
伝
わ
っ
て
お
り
、
宋
代
で
は
陸
游
に
つ
い
で
多
作
の
人
だ
っ
た
。

そ
の
作
風
は
多
様
で
、
政
治
詩
、
農
民
詩
、
ま
た
軽
妙
詩
や
ユ
ー
モ
ア
詩
な
ど
が
特

色
と
な
っ
て
い
る
。
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本
底
の
制
作
時
期
は
、
紹
煕
三
（
一
一
九
二
）
年
の
春
（
楊
万
里
、
六
六
歳
）
と

考
え
ら
れ
て
い
る
。
彼
は
そ
の
時
、
江
東
転
職
副
使
の
任
に
あ
っ
た
。
詩
題
に
い
う

「
新
市
」
は
、
中
国
の
各
地
に
あ
る
の
で
、
残
念
な
が
ら
ど
こ
の
「
新
市
」
な
の
か
、

ま
だ
特
定
さ
れ
て
は
い
な
い
。
「
徐
露
店
」
も
旅
館
の
名
と
い
う
ほ
か
は
不
明
。
揚

万
里
が
、
新
市
の
徐
公
店
に
宿
泊
し
た
時
の
作
と
い
う
以
外
、
今
の
と
こ
ろ
詳
し
く

は
分
か
ら
な
い
。
で
は
、
順
に
見
て
い
こ
う
。

第
「
句
「
籠
落
疎
疎
と
し
て
　
「
径
深
し
」

　
「
籐
落
」
と
は
、
竹
で
編
ん
だ
垣
根
の
こ
と
。
「
疎
疎
と
し
て
」
は
、
途
切
れ
途

切
れ
に
続
い
て
い
る
様
を
い
う
。
つ
ま
り
、
家
々
の
竹
垣
が
ま
ぼ
ら
に
続
い
て
い
て
、

そ
れ
に
沿
っ
て
一
本
の
道
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
ど
こ
ま
で
も
伸
び
て
い
る
と
い
う
よ

う
な
、
そ
ん
な
光
景
を
い
う
。
こ
う
い
う
家
並
み
は
、
以
前
は
日
本
で
も
至
る
と
こ

ろ
に
あ
っ
た
。
今
で
も
、
中
国
の
ち
ょ
っ
と
田
舎
に
行
け
ば
、
い
く
ら
で
も
残
っ
て

い
る
。
な
つ
か
し
い
農
村
風
景
の
興
趣
を
感
じ
さ
せ
る
眺
め
だ
。

第
二
句
「
樹
頭
の
新
緑
　
未
だ
陰
を
成
さ
ず
」

　
そ
の
道
路
に
沿
っ
て
で
あ
ろ
う
、
並
木
が
あ
っ
た
よ
う
だ
。
樹
木
の
枝
先
を
見
る

と
、
ま
だ
若
葉
が
出
始
め
た
ぽ
か
り
の
新
緑
の
季
節
で
あ
る
。
春
の
活
力
が
枝
先
か

ら
あ
ふ
れ
出
て
い
る
、
そ
ん
な
眺
め
を
い
う
。
ま
だ
若
葉
の
時
期
だ
か
ら
、
当
然
「
木

陰
は
ま
だ
で
き
な
い
」
頃
で
あ
る
。
こ
の
時
期
と
い
う
の
は
、
日
差
し
も
ま
だ
強
く

な
く
、
外
を
歩
く
の
に
ち
よ
う
ど
よ
い
陽
気
が
多
い
。

第
三
句
「
児
童
　
急
ぎ
走
り
で
　
黄
蝶
を
追
う
も
」

　
そ
う
い
う
穏
や
か
な
春
の
日
は
、
子
供
ら
も
外
へ
遊
び
に
出
て
く
る
。
何
を
し
て

遊
ぶ
か
と
い
う
と
、
昔
の
こ
と
だ
か
ら
「
黄
蝶
を
追
」
い
か
け
た
り
す
る
こ
と
に
な

る
。
し
か
し
、
こ
れ
が
な
か
な
か
巧
み
に
逃
げ
回
る
の
で
、
子
供
の
方
は
あ
ち
ら
こ

ち
ら
と
振
り
回
さ
れ
、
つ
い
に
は
「
急
ぎ
走
る
」
は
め
に
な
る
。
楊
万
里
の
観
察
は
、

な
か
な
か
に
細
や
か
だ
。

　
春
は
、
こ
ん
な
蝶
の
風
景
と
い
う
の
が
ま
さ
に
ぴ
っ
た
り
だ
。
日
本
に
も
、
こ
ん

な
句
が
あ
る
。

蝶
ひ
ら
ひ
ら
天
下
の
春
を
ほ
し
い
ま
蕊

つ
い
で
に
、
こ
ん
な
短
歌
も
上
げ
て
お
こ
う
。

角
田
竹
冷

を
と
め
子
が
髪
の
か
ざ
り
の
つ
く
り
花
見
つ
つ
逐
ひ
ゆ
く
蝶
も
あ
り
け
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
落
合
直
文

　
こ
れ
は
少
女
の
髪
飾
り
の
造
花
を
、
蝶
が
本
物
の
花
と
見
ま
ち
が
え
追
い
か
け
て

ゆ
く
と
い
う
も
の
。
楊
万
里
の
第
三
句
で
は
、
子
供
が
蝶
を
追
い
か
け
る
が
、
こ
れ

と
は
逆
の
様
子
を
描
く
。
春
の
田
園
で
わ
が
も
の
顔
に
遊
ぶ
、
蝶
や
子
供
。
ま
る
で

メ
ル
ヘ
ン
の
よ
う
な
世
界
で
あ
る
。

第
四
句
「
飛
ん
で
菜
花
に
入
り
　
尋
ぬ
る
処
無
し
」

　
さ
て
、
そ
の
黄
色
い
蝶
だ
が
、
や
が
て
菜
の
花
畑
に
迷
い
込
ん
で
し
ま
う
。
こ
う

な
る
と
、
一
面
の
黄
色
に
ま
ぎ
れ
て
し
ま
い
、
ど
こ
へ
行
っ
た
の
か
、
も
う
さ
っ
ぱ

り
分
か
ら
な
く
な
る
。
蝶
の
見
事
な
戦
法
に
、
あ
っ
け
に
と
ら
れ
て
い
る
子
供
の
顔

が
、
ほ
ほ
え
ま
し
く
思
い
浮
か
ん
で
く
る
。
そ
し
て
、
ま
た
楊
万
里
の
し
て
や
っ
た

5

「
中
国
」
と
い
う
異
文
化
理
解
の
た
め
に



加
　
　
藤
　
　
國
　
　
安

り
と
い
っ
た
悪
戯
っ
ぽ
い
目
も
…
。

　
こ
の
楊
万
里
の
詩
は
、
軽
快
な
調
子
で
春
の
農
村
の
メ
ル
ヘ
ン
風
景
を
描
い
た
絶

句
と
し
て
、
と
て
も
有
名
な
も
の
だ
が
、
菜
の
花
と
蝶
の
親
密
な
関
係
な
ら
、
わ
が

国
で
も
さ
ま
ざ
ま
な
句
歌
が
あ
る
。

の
庶
子
と
い
わ
れ
て
い
る
。
よ
く
旅
を
し
た
人
物
で
、

で
雨
に
あ
っ
た
時
の
感
慨
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

第
一
句
「
月
華
星
彩
坐
来
に
収
ま
り
」

こ
の
詩
は
そ
の
旅
先
の
旅
館

菜
の
花
の
化
し
た
る
蝶
や
法
隆
寺
　
　
松
瀬
青
々

蝶
ひ
ら
ひ
ら
ゆ
く
へ
の
ど
か
に
風
わ
た
る
菜
の
花
の
一
里
春
の
日
ぬ
る
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
金
子
薫
園

行
き
行
け
ば
菜
の
花
ぽ
た
け
蝶
蝶
の
数
も
ま
さ
り
て
飯
坂
と
ほ
し
　
若
．
山
牧
水

　
月
も
星
も
み
る
み
る
う
ち
に
消
え
て
し
ま
っ
た
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
そ
の
原
因

は
、
詩
題
か
ら
も
察
し
が
っ
く
よ
う
に
、
雨
雲
が
出
て
き
た
た
め
で
あ
る
。
な
に
や

ら
、
陰
気
な
感
じ
が
し
て
く
る
が
、
い
っ
た
い
こ
れ
か
ら
何
が
起
き
る
の
や
ら
…
。

第
二
句
「
岳
色
　
江
声
　
暗
に
愁
い
を
結
ぶ
」

　
こ
う
い
う
菜
の
花
畑
に
た
わ
む
れ
る
蝶
の
風
景
を
想
像
し
た
だ
け
で
も
、
楊
万
里

な
ら
ず
と
も
な
ん
と
な
く
童
心
に
帰
っ
た
気
分
が
し
て
く
る
で
は
な
い
か
。
こ
の
漢

詩
な
ど
は
、
今
の
日
本
人
の
心
情
と
そ
の
ま
ま
通
う
も
の
が
あ
る
こ
と
を
実
感
さ
せ

て
く
れ
る
。

春
の
野
に
菜
の
花
香
り
ゆ
ら
ゆ
ら
と
心
酔
は
せ
て
童
子
に
還
る
　
　
外
山
勝
志

　
す
る
と
、
山
の
ど
ん
よ
り
し
た
色
も
、
江
の
ゴ
ー
ゴ
ー
行
く
音
も
、
急
に
寂
し
げ

な
も
の
に
思
え
て
き
た
と
い
う
の
だ
。
こ
う
な
る
と
彼
の
胸
に
は
、
愁
い
が
む
す
ぼ

れ
て
し
ま
う
の
だ
っ
た
。
旅
先
で
の
ふ
と
し
た
天
候
の
変
化
や
そ
ぼ
の
川
音
な
ど
が
、

微
妙
に
私
た
ち
の
気
分
を
変
え
て
し
ま
い
、
そ
れ
が
ど
ん
ど
ん
広
が
っ
て
哀
愁
に
と

ら
わ
れ
て
し
ま
う
な
ど
と
い
う
の
は
、
日
常
、
わ
り
に
経
験
す
る
こ
と
だ
。
ち
ょ
う

ど
こ
ん
な
歌
が
あ
る
の
で
、
掲
げ
て
お
こ
う
。
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二
　
日
中
の
詩
歌
の
個
性

山
中
の
一
つ
は
た
ご
屋
雨
も
り
て
ね
ら
れ
ぬ
夜
半
の
た
に
川
の
音

「
旅
舎
遇
雨
」

月
華
星
彩
坐
来
収

岳
色
江
声
暗
結
言

半
夜
馬
前
十
年
事

一
時
和
雨
到
心
頭

　
旅
舎
　
雨
に
遇
う
　
晩
唐
・
杜
筍
鶴

月
華
　
星
彩
　
坐
来
に
収
ま
り

藍
色
　
江
声
　
暗
に
愁
い
を
結
ぶ

半
夜
　
右
前
　
十
年
の
事

一
時
に
雨
に
和
し
て
　
心
頭
に
到
る

佐
佐
木
信
綱

　
た
だ
、
漢
詩
の
場
合
は
四
句
と
か
八
句
と
か
の
長
さ
を
も
っ
て
い
る
か
ら
、
信
綱

の
短
歌
の
よ
う
に
「
ね
ら
れ
ぬ
」
で
は
終
わ
ら
な
い
。
こ
こ
か
ら
先
が
、
じ
つ
は
漢

詩
（
杜
萄
鶴
）
の
腕
の
見
せ
所
に
な
る
。

で
は
、
次
に
杜
葡
鶴
（
八
四
六
－
九
〇
四
）
の
詩
を
読
ん
で
み
よ
う
。
彼
は
杜
牧

第
三
句
「
半
夜
　
溶
血
　
十
年
の
事
」



　
深
夜
の
旅
館
、
部
屋
に
は
灯
火
が
ポ
ッ
と
と
も
り
、
外
は
雨
。
旅
先
の
こ
と
ゆ
え
、

ほ
か
に
は
何
も
す
る
こ
と
な
く
、
身
内
も
親
し
い
友
も
だ
れ
も
い
な
い
。
こ
ん
な
時

は
全
く
や
る
せ
な
い
も
の
だ
。
す
る
こ
と
が
な
い
と
、
気
持
ち
は
ど
ん
ど
ん
自
分
の

来
し
方
な
ど
に
向
い
て
い
っ
て
し
ま
っ
た
り
す
る
。
そ
し
て
、
明
か
り
の
揺
ら
ぎ
の

よ
う
に
、
こ
の
十
年
の
記
憶
が
あ
れ
こ
れ
と
立
ち
上
が
り
、
思
い
出
さ
れ
て
く
る
と

い
う
仕
儀
と
な
る
。
な
か
な
か
情
感
豊
か
だ
が
、
日
本
人
の
歌
に
も
こ
ん
な
例
が
あ

る
。

青
山
の
山
ふ
と
こ
ろ
の
旅
籠
屋
の
淡
き
と
も
し
び
に
ま
も
ら
れ
ぬ
る
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
前
田
夕
暮

と
も
し
び
の
あ
か
き
一
つ
を
中
心
に
わ
く
感
情
が
濡
れ
て
う
づ
ま
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
細
井
魚
袋

　
と
も
し
び
も
人
の
心
も
と
も
に
揺
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
日

中
の
類
型
表
現
が
生
ま
れ
て
く
る
の
だ
ろ
う
。

　
そ
の
時
、
杜
筍
鶴
は
思
っ
た
。
「
思
え
ば
、
こ
の
十
年
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
あ
っ

た
な
あ
」
と
。
日
本
で
も
「
十
年
、
ひ
と
昔
」
と
よ
く
い
う
が
、
十
年
と
い
う
の
は

振
り
返
る
に
は
ち
ょ
う
ど
区
切
り
の
よ
い
数
字
だ
。

十
年
は
過
ぎ
て
み
に
け
り
思
ひ
つ
つ
心
次
第
に
た
か
ぶ
り
を
帯
ぶ

い
ま
そ
か
り
し
世
を
思
へ
ぽ
は
う
け
し
や
十
年
分
月
は
夢
の
如
し
も

宮
柊
二

中
沢
庭
何

　
十
年
分
の
思
い
に
耽
っ
て
い
る
と
、
宮
柊
二
の
よ
う
に
次
第
に
心
の
高
ぶ
り
を
感

ず
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。
ま
た
庭
何
の
よ
う
に
、
夢
の
ご
と
き
月
日
だ
っ
た
と
つ
ぶ
や

く
こ
と
も
あ
ろ
う
。
杜
紅
鶴
も
ま
た
そ
れ
は
同
じ
だ
っ
た
。

け
で
は
お
さ
ま
ら
な
い
。

第
四
句
二
時
に
雨
に
和
し
て
　
心
頭
に
到
る
」

た
だ
漢
詩
は
、
そ
れ
だ

　
そ
の
十
年
の
追
憶
が
、
ま
る
で
雨
音
に
調
子
を
合
わ
せ
る
か
の
よ
う
に
、
ボ
ロ
ン

ボ
ロ
ン
と
は
じ
け
出
し
て
く
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
雨
垂
れ
は
、
止
む
こ
と
な
く
続

く
。
彼
の
思
い
も
、
そ
れ
と
リ
ズ
ム
を
合
わ
せ
て
、
絶
え
る
こ
と
な
く
綿
々
と
湧
い

て
く
る
…
、
そ
ん
な
情
景
が
浮
か
ん
で
く
る
。
な
に
せ
十
年
分
の
追
憶
と
な
る
と
相

当
の
量
だ
が
、
雨
の
夜
の
旅
館
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
追
憶
を
綿
々
と
続
け
さ
せ

る
に
は
絶
好
の
環
境
で
あ
る
。
追
憶
と
雨
の
音
楽
と
が
入
り
交
じ
る
中
、
彼
の
内
面

の
楽
章
は
夜
更
け
ま
で
続
い
て
い
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

　
一
首
を
読
み
終
え
て
み
る
と
、
漢
詩
の
構
成
の
見
事
さ
に
舌
を
巻
い
て
し
ま
う
が
、

た
だ
い
ろ
い
ろ
調
べ
て
み
る
と
、
じ
つ
は
第
四
句
の
発
想
に
限
定
す
れ
ぽ
わ
が
国
に

も
な
い
で
は
な
い
。

雨
の
お
と
し
み
じ
み
と
胸
に
ひ
び
く
な
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
だ
ひ
と
り
な
る
と
も
し
火
の
も
と

浅
野
梨
卿

　
こ
れ
を
読
む
と
、
個
々
の
情
感
な
ら
ぽ
日
中
双
方
で
ほ
ぼ
同
様
の
表
現
が
あ
る
こ

と
が
分
か
る
。

　
た
だ
漢
詩
は
一
定
の
長
さ
を
有
す
る
の
で
、
構
成
の
妙
や
展
開
の
面
白
さ
を
発
揮

し
や
す
い
と
い
う
利
点
が
あ
る
。
こ
の
点
が
、
決
定
的
に
日
本
の
短
形
詩
と
は
異
な

る
。
一
方
、
日
本
の
短
形
詩
は
、
構
成
・
展
開
の
妙
芸
は
構
造
的
に
む
ず
か
し
い
。

だ
が
、
そ
の
短
さ
を
凝
縮
力
を
発
揮
す
る
た
め
の
天
資
と
し
て
い
る
。
た
め
に
、
す

こ
ぶ
る
イ
メ
ー
ジ
喚
起
力
が
高
い
。
こ
の
点
は
、
日
本
の
二
形
詩
に
一
日
の
長
が
あ

7

「
中
国
」
と
い
う
異
文
化
理
解
の
た
め
に



加
　
　
藤
　
　
國
　
　
安

る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
な
の
で
あ
る
。

で
知
ら
れ
る
。
こ
と
に
上
海
ガ
ニ
と
い
う
名
で
呼
ば
れ
る
の
が
有
名
だ
。

に
、
こ
の
カ
ニ
の
風
味
が
ま
た
何
と
も
い
え
な
い
。

芳
醇
な
酒

三
　
日
中
の
詩
歌
の
長
短
所

第
二
句
「
荻
花
洲
渚
月
平
林
」

次
に
、
そ
う
し
た
両
者
の
個
性
の
相
違
が
く
っ
き
り
現
れ
た
例
を
見
て
み
よ
う
。

「
第
四
橋
」

自
把
孤
樽
攣
蟹
掛

荻
花
洲
渚
月
平
林

一
江
秋
色
無
人
管

柔
贈
風
前
語
夜
深

　
第
四
橋
　
南
宋
・
瀟
立
之

　
　
　
　
　
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
　
　
　
　
　
　
　
く

自
ら
孤
樽
を
把
り
て
　
蟹
を
篤
い
て
掛
む

荻
花
　
洲
渚
　
月
　
平
林

一
江
の
秋
色
人
の
管
す
る
無
し

柔
櫓
　
風
前
　
夜
の
深
き
に
語
る

　
詩
の
題
は
「
第
四
橋
」
と
い
う
の
だ
が
、
橋
そ
の
も
の
は
ど
こ
に
も
出
て
こ
な
い
。

詩
の
趣
旨
は
、
あ
の
「
楓
橋
夜
泊
」
と
同
じ
で
、
こ
の
第
四
橋
に
宿
泊
し
て
と
い
う

こ
と
だ
ろ
う
。
た
だ
ど
こ
の
橋
な
の
か
は
、
不
明
で
あ
る
。
蘇
州
と
い
う
説
も
あ
る

よ
う
だ
。

　
中
洲
や
岸
辺
に
は
、
荻
の
花
が
咲
い
て
い
た
。
舟
か
ら
そ
ん
な
秋
の
風
情
が
眺
め

ら
れ
た
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
ど
ん
な
眺
め
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
句
に
は

何
も
述
べ
て
は
い
な
い
が
、
日
本
人
の
感
覚
か
ら
す
る
と
気
に
な
る
。

荻
の
葉
に
折
々
さ
は
る
夜
盲
か
な
　
　
鳴
雪

も
し
か
す
る
と
、
こ
の
句
の
よ
う
に
作
者
の
乗
っ
た
舟
に
、
荻
が
触
れ
た
り
し
て
い

た
か
も
し
れ
な
い
。
さ
ら
に
第
四
句
ま
で
目
を
や
る
と
、
「
風
前
」
と
あ
る
か
ら
、

風
が
吹
い
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
と
す
る
と
、
こ
の
荻
が
秋
風
に
静
か
に
そ
よ
い

で
い
る
様
も
思
い
浮
か
ん
で
く
る
。

　
今
、
こ
ん
な
俳
句
が
あ
る
。

8

第
一
句
「
自
ら
孤
樽
を
把
り
て
　
蟹
を
壁
い
て
謹
む
」

　
　
　
　
　
　
　
　
そ
よ

一
も
と
の
荻
に
も
秋
の
戦
ぐ
音

召
波

　
「
自
ら
孤
樽
を
熱
る
」
と
い
う
の
だ
か
ら
、
こ
れ
は
連
れ
が
お
ら
ず
独
酌
す
る
と

い
う
意
で
あ
る
。
独
酌
の
わ
び
し
さ
は
無
論
あ
る
が
、
そ
う
す
ん
な
り
と
わ
び
し
さ

を
詠
ん
だ
詩
に
な
る
の
か
、
ど
う
か
。
こ
の
よ
う
に
は
っ
き
り
寂
し
い
時
は
、
逆
に

わ
び
し
さ
の
中
の
充
実
し
た
詩
情
を
す
く
い
取
る
方
が
面
白
い
も
の
な
の
だ
が
、
さ

て
本
詩
の
場
合
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

　
「
蟹
を
導
い
て
斜
む
」
と
い
う
の
は
、
お
酒
の
お
つ
ま
み
に
カ
ニ
を
食
べ
る
こ
と

を
い
う
。
カ
ニ
は
、
中
国
で
は
、
秋
に
な
っ
て
湖
や
江
で
太
っ
た
も
の
が
採
れ
る
の

　
昔
の
人
は
、
た
っ
た
↓
本
の
荻
に
も
秋
風
の
音
を
豊
か
に
感
じ
と
っ
て
い
た
。
こ

の
漢
詩
で
は
、
た
だ
「
荻
花
苔
渚
」
と
の
み
言
う
だ
け
だ
が
、
右
の
俳
句
で
は
荻

の
葉
に
触
れ
る
様
、
ま
た
そ
の
そ
よ
ぐ
音
と
い
う
よ
う
に
、
イ
メ
ー
ジ
が
じ
つ
に
鮮

や
か
な
の
だ
。

　
さ
て
、
「
荻
花
　
洲
渚
」
は
い
わ
ぽ
近
景
だ
っ
た
が
、
作
者
の
目
は
つ
い
で
遠
景

に
向
け
ら
れ
る
。
遠
く
に
は
、
明
る
い
月
が
な
だ
ら
か
な
林
の
上
に
か
か
っ
て
い
た
。

そ
ん
な
秋
の
月
光
を
沐
浴
し
て
、
作
者
は
清
ら
か
な
気
分
に
な
っ
て
い
く
。



第
三
句
二
江
の
秋
色
　
人
の
管
す
る
無
し
」

　
こ
の
江
の
秋
の
景
色
は
、
誰
の
も
の
で
も
な
い
。
す
み
か
ら
す
み
ま
で
全
部
、
心

ゆ
く
ま
で
楽
し
ん
で
よ
い
も
の
な
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
皆
と
分
か
ち
合
う
喜
び

も
よ
い
が
、
ま
た
独
り
占
め
に
ひ
た
る
喜
び
と
い
う
の
も
、
よ
い
も
の
だ
と
い
わ
ん

ぽ
か
り
に
…
。
酔
っ
て
陶
然
と
し
た
心
地
に
映
っ
た
の
は
、
視
界
の
か
ぎ
り
に
広
が

っ
た
伸
び
や
か
な
秋
の
世
界
だ
っ
た
。
こ
の
江
の
秋
の
景
色
は
、
誰
の
も
の
で
も
な

い
。
こ
の
お
お
ら
か
な
詩
情
は
、
漢
詩
ら
し
い
発
想
と
い
え
る
も
の
だ
が
、
じ
つ
は

日
本
に
も
負
け
じ
と
こ
ん
な
句
が
あ
る
。

秋
興
を
恣
に
す
山
｝
日
　
　
月
斗

　
こ
の
山
の
秋
の
風
情
を
、
一
日
ほ
し
い
ま
ま
に
す
る
楽
し
さ
よ
と
い
う
感
慨
だ
。

世
界
最
小
の
詩
だ
が
、
一
日
ず
っ
と
満
喫
し
満
ち
足
り
た
思
い
に
浸
っ
て
い
る
様
子

が
、
じ
つ
に
鮮
明
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
日
中
の
詩
歌
は
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
ん
な

に
も
個
性
的
な
特
色
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
、
遠
く
で
人
の
語
る
声
が
し
、
そ
の
あ
と
か
ら
秋
風
が
さ
っ
と
吹
い
て
き

て
、
そ
の
声
と
と
も
に
は
る
か
な
彼
方
へ
と
消
え
て
行
く
こ
と
を
詠
ん
だ
も
の
か
と

思
う
。
本
詩
の
第
四
句
も
、
こ
の
俳
句
に
似
た
興
趣
が
あ
る
。
膳
の
音
の
あ
と
か
ら
、

そ
の
き
し
む
音
を
深
夜
の
秋
風
が
ど
こ
か
遠
く
へ
運
ん
で
い
き
、
闇
の
中
に
か
き
消

え
て
い
く
。
秋
風
の
中
、
こ
の
舟
は
「
一
江
の
秋
色
」
と
と
も
に
ど
こ
へ
行
こ
う
と

し
て
い
る
の
か
…
、
詩
を
読
ん
だ
後
も
、
そ
ん
な
静
か
な
余
情
を
か
き
た
て
さ
せ
て

く
れ
る
。

　
漢
詩
と
B
本
の
童
形
詩
の
共
振
す
る
詩
情
や
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
長
所
な
ど
を
確

認
し
た
り
な
が
ら
、
日
中
の
文
学
を
と
も
に
鑑
賞
す
る
と
い
う
の
は
、
今
ま
で
あ
ま

り
試
み
ら
れ
な
か
っ
た
方
法
だ
と
思
う
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
に
日
本
の
詩
歌
に
イ
メ
ー

ジ
の
翼
を
広
げ
て
漢
詩
を
読
ん
で
み
る
と
、
漢
詩
に
対
す
る
難
し
そ
う
だ
と
い
う
印

象
は
、
少
し
変
わ
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。
要
は
、
お
互
い
を
理
解
し
よ
う
と
す

る
気
持
ち
が
大
切
だ
。

四
　
漢
詩
の
イ
メ
ー
ジ
の
豊
か
な
探
求
を

9

第
四
句
「
柔
膳
風
前
　
夜
の
深
き
に
語
る
」

今
度
は
、
日
本
の
有
名
な
現
代
短
歌
か
ら
先
に
挙
げ
て
み
よ
う
。

　
や
わ
ら
か
な
膳
の
音
が
、
夜
の
江
べ
に
静
か
に
響
き
渡
っ
て
い
く
。
舟
の
か
す
か

な
揺
れ
。
秋
の
風
音
。
そ
ん
な
中
、
そ
っ
と
独
り
言
を
い
っ
て
い
る
よ
う
な
声
…
。

贈
を
こ
ぐ
音
だ
。
あ
の
独
特
の
き
し
み
あ
う
音
が
、
物
語
り
す
る
よ
う
な
声
に
聞
こ

え
た
の
だ
ろ
う
。
こ
う
い
う
も
の
静
か
な
状
況
で
の
音
と
な
れ
ぽ
、
心
に
染
み
入
る

よ
う
な
感
じ
が
し
た
だ
ろ
う
。

は
る
か
な
る
人
語
の
あ
と
の
秋
の
風
　
　
遷
子

心
の
水
は
空
の
く
ぼ
み
に
あ
ら
は
れ
て
空
ひ
き
お
ろ
し
ざ
ま
に
落
下
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
上
田
三
四
二

　
ま
る
で
空
が
落
ち
て
き
た
か
と
思
わ
れ
ん
ぽ
か
り
の
滝
の
猛
烈
な
勢
い
を
詠
ん
だ

も
の
で
あ
る
。
「
空
ひ
き
お
ろ
し
ざ
ま
に
」
と
い
う
破
天
荒
な
表
現
に
、
一
瞬
度
肝

を
抜
か
れ
て
し
ま
う
。
た
だ
、
こ
の
発
想
は
、
李
白
の
鷹
山
の
詩
に
共
通
す
る
所
が

あ
る
。

「
中
国
」
と
い
う
異
文
化
理
解
の
た
め
に



加
　
　
藤
　
　
國
　
　
安

「
望
盧
山
爆
布
　
二
首
」
　
盧
山
の
貴
息
を
望
む
　
李
　
白

　
其
二

日
照
香
炉
生
米
燗
　
　
日
は
香
炉
を
照
ら
し
て
　
紫
姻
を
生
ず

遥
看
爆
布
桂
長
川
　
　
遥
か
に
看
る
　
爆
布
の
長
川
を
葺
け
る
を

飛
流
直
下
三
千
尺
　
　
古
流
直
下
　
三
千
尺

疑
是
銀
河
落
九
天
　
　
疑
う
ら
く
は
乱
れ
　
銀
河
の
九
天
よ
り
落
つ
る
か
と

　
鷹
山
に
は
滝
が
と
て
も
多
い
が
、
そ
の
中
で
も
壮
観
な
の
が
秀
峰
寺
の
西
側
の
絶

壁
に
あ
る
三
布
だ
。
李
白
は
健
脚
家
に
し
て
か
つ
大
の
冒
険
家
だ
っ
た
。
自
分
で
も
、
．

コ
生
、
好
ん
で
名
山
に
入
り
て
遊
ぶ
」
（
「
鷹
山
謡
」
）
と
言
っ
て
る
く
ら
い
で
あ

る
。
こ
の
盧
山
に
は
、
李
白
は
何
度
か
来
て
い
る
が
、
本
詩
は
そ
の
う
ち
の
い
つ
頃

の
も
の
な
の
か
。
二
六
歳
説
、
ま
た
五
六
歳
説
な
ど
が
あ
っ
て
、
よ
く
は
分
か
ら
な

い
。

第
］
句
「
日
は
香
炉
を
照
ら
し
て
　
紫
黒
を
生
ず
」

　
太
陽
が
、
青
み
が
か
っ
た
香
炉
の
峰
を
照
ら
し
て
い
た
。
こ
の
峰
は
、
形
が
香
炉

に
似
て
い
る
と
こ
ろ
が
ら
、
こ
う
命
名
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
峰
の
周
囲
に
は
、
い
つ

も
の
よ
う
に
雲
や
霞
が
た
だ
よ
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
峰
々
が
、
そ
れ
ら
を

吐
き
出
し
て
い
る
み
た
い
に
見
え
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
そ
の
モ
ヤ
や
山
気
に
日

が
照
る
と
、
紫
色
の
煙
の
よ
う
に
も
見
え
る
の
だ
っ
た
。
そ
れ
を
じ
っ
と
眺
め
て
い

る
う
ち
、
李
白
に
は
ふ
と
こ
れ
が
何
か
の
光
景
の
よ
う
に
思
え
た
の
だ
。
す
な
わ
ち
、

こ
れ
は
ま
る
で
香
炉
か
ら
紫
色
の
煙
が
モ
ク
モ
ク
と
出
て
く
る
み
た
い
だ
わ
い
、
と

思
っ
た
の
で
あ
る
。
香
炉
峰
と
香
炉
と
を
引
っ
か
け
た
わ
け
だ
。
何
や
ら
、
詩
は
、

冒
頭
か
ら
神
秘
の
妊
め
い
た
雰
囲
気
に
包
ま
れ
て
い
る
。

第
二
句
「
遥
か
に
看
る
　
雪
布
の
長
川
を
桂
け
る
を
」

　
は
る
か
遠
く
に
、
長
い
滝
が
落
ち
て
い
る
の
が
見
え
た
。
こ
の
句
で
は
、
何
と
い

っ
て
も
「
爆
布
が
桂
か
っ
て
い
る
」
と
い
う
捉
え
方
が
面
白
い
。
そ
う
言
わ
れ
る
と
、

激
し
い
漫
布
が
一
瞬
に
し
て
白
布
と
入
れ
替
わ
り
、
そ
こ
に
垂
れ
幕
か
何
か
が
桂
か

っ
て
い
る
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
思
い
浮
か
べ
て
し
ま
う
。
た
し
か
に
激
し
い
滝
で
も
、

遠
く
か
ら
見
た
ら
威
圧
的
な
躍
動
感
が
消
え
て
、
ま
る
で
白
い
帯
か
布
で
も
見
て
い

る
よ
う
な
優
雅
な
も
の
に
感
じ
ら
れ
る
は
ず
だ
。
こ
れ
が
、
言
葉
の
魔
法
と
い
う
も

の
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
あ
の
勇
壮
な
爆
布
が
、
李
白
の
手
に
か
か
っ
た

ら
何
と
一
本
の
軽
い
垂
れ
幕
に
さ
れ
て
し
ま
う
と
は
、
ま
さ
に
神
業
で
あ
る
。

第
三
句
「
飛
流
直
下
　
三
千
尺
」

　
し
か
し
、
そ
の
白
い
垂
れ
幕
、
た
だ
者
で
は
な
い
。
な
ん
と
三
千
尺
の
真
下
に
向

か
っ
て
、
真
っ
逆
さ
ま
に
落
ち
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
一
気
呵
成
の
す
ぼ
ら
し
さ
、

ま
る
で
息
を
呑
む
よ
う
な
筆
勢
ぶ
り
で
あ
る
。
な
に
せ
爆
布
を
ゆ
る
や
か
な
布
の
イ

メ
ー
ジ
で
捉
え
た
直
後
、
一
転
し
て
こ
の
飛
ぶ
よ
う
な
ス
ピ
ー
ド
だ
か
ら
、
目
も
く

ら
み
魂
も
消
え
て
し
ま
い
そ
う
で
あ
る
。
頭
の
中
で
は
、
白
い
布
の
道
が
ど
こ
ま
で

も
続
い
て
い
る
よ
う
だ
な
あ
と
感
心
し
て
い
た
ら
、
急
に
そ
れ
が
動
き
だ
し
、
あ
っ

と
言
う
間
に
身
が
空
中
に
浮
い
て
し
ま
い
、
後
は
た
だ
奈
落
の
底
に
落
ち
て
行
く
、

そ
ん
な
感
じ
が
し
て
し
ま
う
。

第
四
句
「
疑
う
ら
く
は
是
れ
　
銀
河
の
九
天
よ
り
落
つ
る
か
と
」

　
天
の
高
み
か
ら
深
い
底
へ
と
落
ち
て
い
く
感
じ
を
、
李
白
は
ど
う
描
く
の
だ
ろ
う

か
。
こ
の
最
後
の
表
現
が
見
も
の
だ
．
、
李
白
は
こ
う
捉
え
た
。
お
お
、
天
上
の
銀
河

1
0



が
空
か
ら
落
っ
こ
ち
て
く
る
よ
う
だ
と
。
な
に
せ
天
上
世
界
か
ら
や
っ
て
き
た
李
白

だ
か
ら
、
比
喩
も
ま
た
宇
宙
的
ス
ケ
ー
ル
に
な
る
と
い
う
次
第
。
李
白
の
頭
の
中
で

は
、
爆
布
が
絢
欄
た
る
白
銀
の
河
と
な
っ
て
天
上
を
流
れ
、
空
の
ど
こ
か
の
へ
り
ま

で
や
っ
て
く
る
と
、
三
千
尺
の
落
差
で
ど
こ
か
に
向
か
い
落
ち
て
い
く
と
い
う
の
で

あ
る
。
秀
峰
の
爆
布
が
天
上
の
銀
河
と
一
体
化
し
た
こ
と
で
、
こ
こ
に
見
た
こ
と
も

な
い
神
秘
の
幻
想
美
が
生
ま
れ
出
た
。
神
々
の
創
造
せ
ら
れ
た
も
う
こ
の
天
地
よ
り

も
も
っ
と
玄
妙
な
芸
術
作
品
が
、
こ
の
世
に
飛
び
出
し
た
の
で
あ
る
。
李
白
の
こ
の

ひ
ら
め
き
、
こ
の
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
、
彼
の
天
才
た
る
ゆ
え
ん
と
い
え
る
。

　
李
白
の
宇
宙
的
ス
ケ
ー
ル
の
詩
、
ほ
ん
と
う
に
度
肝
を
抜
か
れ
る
思
い
が
す
る
。

こ
れ
だ
け
壮
大
な
想
像
力
と
い
う
の
は
、
ち
ょ
っ
と
日
本
で
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で

は
な
い
か
。
し
か
し
、
よ
く
探
し
て
み
る
と
、
こ
ん
な
も
の
が
見
つ
か
る
。

大
空
を
水
上
と
し
て
な
が
れ
く
る
銀
河
の
滝
に
星
の
飛
ぶ
か
と
　
　
窪
田
空
穂

大
空
は
一
つ
の
滝
と
な
り
は
て
て
横
さ
ま
に
し
も
と
ど
ろ
き
落
つ
る
　
　
〃

　
空
穂
の
こ
の
短
歌
は
、
李
白
の
こ
の
詩
を
踏
ま
え
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
こ

ち
ら
の
方
は
、
天
の
川
が
現
実
で
そ
の
滝
は
虚
構
で
あ
る
と
い
う
、
い
わ
ば
両
者
の

虚
実
の
関
係
が
入
れ
替
わ
っ
て
は
い
る
が
…
。
こ
の
両
者
を
、
た
だ
の
影
響
関
係
の

み
で
鑑
賞
す
る
の
は
発
展
的
で
な
い
。
文
学
の
発
想
な
ど
、
誰
が
ど
う
活
用
し
て
も

よ
い
も
の
だ
。
面
白
い
も
の
は
、
放
っ
て
お
い
て
も
自
然
に
広
が
っ
て
い
く
。
問
題

は
、
相
互
の
比
較
を
通
し
て
美
的
趣
向
の
新
た
な
本
質
に
ど
う
迫
れ
る
か
、
ま
た
単

独
で
鑑
賞
し
て
い
た
時
と
比
べ
て
ど
ん
な
広
い
視
野
が
得
ら
れ
た
か
、
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
よ
り
積
極
的
な
鑑
賞
法
を
開
発
し
て
い
く
こ
と
で
、
漢
詩
は
い
く
ら
で
も

新
し
い
命
を
も
つ
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
漢
詩
は
、
古
来
、
三
種
類
の
現
実
か
ら
の
超
越
を
大
事
に
し
て
き
て
い
る
。
「
物

か
ら
の
超
越
」
「
地
上
世
界
か
ら
の
超
越
」
「
自
分
の
我
か
ら
の
超
越
」
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
自
由
な
空
間
で
は
想
像
力
が
豊
か
に
発
揮
さ
れ
る
。
そ
う
い
う
世
界
を
描

い
た
も
の
で
あ
れ
ぽ
こ
そ
漢
詩
は
、
ま
さ
に
深
み
の
あ
る
芸
術
的
境
地
を
表
現
し
得

た
の
で
あ
る
。
詩
と
は
ど
ん
な
形
で
あ
れ
、
内
的
生
命
の
表
現
で
あ
る
。
愛
と
か
、

悲
哀
と
か
、
歓
喜
と
か
、
瞑
想
と
か
、
孤
独
と
か
、
そ
れ
ら
の
生
命
が
一
定
の
リ
ズ

ム
や
芸
術
形
式
、
芸
術
の
論
理
を
も
っ
て
表
現
さ
れ
た
も
の
を
い
う
。

　
詩
を
根
底
で
支
え
る
の
が
イ
メ
ー
ジ
だ
が
、
漢
詩
で
も
日
本
の
詩
歌
で
も
、
こ
の

イ
メ
ー
ジ
が
作
中
に
立
ち
現
れ
て
く
る
ま
で
の
仕
組
み
は
同
じ
だ
。
人
が
外
界
と
交

感
す
る
と
き
、
ま
ず
事
た
る
イ
メ
ー
ジ
を
介
し
て
行
わ
れ
る
。
や
が
て
そ
れ
は
整
理

と
編
成
を
経
て
、
個
人
、
個
人
の
脳
裏
に
鮮
や
か
な
像
を
結
ぶ
。
そ
し
て
、
そ
の
像

は
再
び
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
公
衆
の
前
に
開
示
さ
れ
て
く
る
。
そ
れ
が
、
美
的
法
則
を

も
っ
て
一
般
的
な
像
と
し
て
定
着
す
る
か
否
か
、
そ
れ
が
問
題
で
あ
る
。
大
衆
が
熟

知
し
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
は
、
新
た
な
可
能
性
を
伝
え
て
く
れ
な
い
。
詩
人
と
は
、
こ

の
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
て
思
考
し
、
ま
た
そ
れ
を
表
現
す
る
人
種
の
こ
と
だ
が
、
あ
る

詩
が
も
し
美
し
さ
や
魅
力
を
感
じ
さ
せ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
の
イ
メ
ー
ジ
の
美

し
さ
な
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
を
創
造
す
る
人
間
の
心
の
面
白
さ
で
あ
る
と
言
う
こ

と
が
で
き
る
。
漢
詩
は
そ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
豊
か
に
も
っ
て
い
る
作
品
な
の
で

あ
り
、
そ
こ
に
焦
点
を
当
て
た
鑑
賞
が
今
後
も
っ
と
開
拓
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

お
　
わ
　
り
　
に

　
現
代
社
会
の
中
で
、
我
々
は
日
々
神
経
を
す
り
減
ら
す
生
き
方
を
余
儀
な
く
さ
れ

て
い
る
。
し
か
し
、
酷
薄
無
惨
な
時
代
で
あ
れ
ぽ
あ
る
ほ
ど
、
人
々
は
い
っ
そ
う
澄

ん
だ
も
の
や
清
ら
か
な
も
の
を
与
え
て
く
れ
る
言
葉
を
欲
す
る
。
悲
嘆
の
底
を
洗
っ

た
浄
福
感
こ
そ
が
、
我
々
を
励
ま
す
原
動
力
な
の
だ
。
今
、
我
々
は
新
世
紀
を
目
前

に
し
て
、
豊
か
な
人
間
関
係
を
改
め
て
再
構
築
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
上
で
一
参

考
に
な
る
の
が
、
中
国
古
典
文
化
が
大
切
に
し
て
き
た
温
柔
な
る
精
神
の
意
義
で
あ
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加
　
　
藤
　
　
國
　
　
安

る
。
漢
詩
の
作
品
群
に
は
、
こ
う
し
た
人
間
の
温
か
さ
が
い
っ
ぱ
い
詰
ま
っ
て
い
る
。

そ
れ
は
一
つ
の
優
れ
た
文
化
で
あ
り
、
我
々
は
そ
こ
か
ら
柔
和
な
人
間
性
を
見
い
だ

す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
た
だ
し
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
漢
詩
は
単
に
表
面
的
に
温
か
い
も
の
と

い
う
の
で
は
な
い
。
詩
で
あ
る
か
ら
に
は
、
当
然
な
が
ら
あ
る
種
の
感
動
を
こ
と
ぽ

で
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
表
現
は
、
特
別
な
こ
と
ぽ
を
通
し
て
、

対
象
の
表
面
を
突
き
抜
け
て
も
っ
と
奥
の
方
の
、
い
わ
ば
物
の
本
質
に
ま
で
至
っ
て

い
る
も
の
な
の
だ
。
そ
こ
に
は
新
ら
し
い
現
実
が
獲
得
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ

れ
と
我
々
の
日
々
の
安
穏
な
常
識
と
い
う
も
の
と
は
、
か
な
り
異
質
な
も
の
で
あ
る
。

我
々
の
常
識
的
行
動
は
、
社
会
の
一
員
と
し
て
周
囲
の
人
々
と
安
心
し
て
人
間
関
係

を
、
結
ん
で
い
く
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
も
従
来
の
慣
例
に
安
ん
ず
る
こ

と
が
大
切
だ
。
し
か
し
、
芸
術
作
品
と
い
う
も
の
は
、
常
識
的
視
点
の
固
定
化
が
人

々
に
閉
塞
感
を
与
え
て
し
ま
う
こ
と
を
何
よ
り
も
恐
れ
る
。
ゆ
え
に
漢
詩
の
作
者
も
、

た
え
ず
新
し
い
物
の
見
方
を
欲
す
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
長
い
慣
習
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
見
方
を
、
も
う
一
度
原
点
に
か
え
っ
て

捉
え
直
す
と
い
う
の
は
、
相
当
に
困
難
な
こ
と
で
あ
り
、
は
た
し
て
今
ま
で
と
異
な

る
新
し
い
見
方
が
あ
る
の
か
ど
う
か
、
そ
こ
に
は
厳
し
い
苦
闘
が
つ
き
も
の
だ
。
そ

れ
を
通
り
抜
け
た
者
の
み
が
、
か
つ
て
誰
も
見
た
こ
と
の
な
い
よ
う
な
新
し
い
風
景

を
描
写
す
る
と
か
、
時
に
は
心
の
本
質
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
捉
え
た
も
の
を
描
く
と

か
で
き
る
の
で
あ
る
。
常
識
と
い
う
安
全
弁
で
も
っ
て
苛
酷
な
現
実
か
ら
身
を
守
っ

て
い
る
我
々
は
、
そ
う
い
う
詩
人
の
発
見
に
よ
っ
て
未
知
の
世
界
の
本
質
を
か
い
ま

見
せ
て
も
ら
う
の
で
あ
る
。
漢
詩
を
読
む
と
い
う
こ
と
は
、
ま
た
そ
う
し
た
も
の
の

本
質
に
至
る
プ
ロ
セ
ス
の
一
つ
で
も
あ
る
。

見
慣
れ
た
る
景
色
な
れ
ど
も
感
情
の
突
起
の
ご
と
し
今
日
見
る
山
は

大
西
民
子

こ
れ
は
、
ど
ん
な
に
見
慣
れ
た
風
景
で
も
、
そ
こ
に
新
し
い
目
が
な
け
れ
ぽ
も
の
は

見
え
て
は
こ
な
い
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
。
ま
た
こ
ん
な
短
歌
も
あ
る
。

こ
の
日
ご
ろ
桜
ゆ
た
か
に
咲
き
を
り
て
風
吹
く
と
き
に
幹
あ
ざ
や
け
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鈴
木
幸
輔

　
満
開
の
桜
に
む
か
う
と
き
、
人
は
ふ
つ
う
幹
に
目
を
向
け
る
こ
と
は
な
い
。
幹
は

見
え
て
い
て
も
、
そ
の
目
は
花
に
奪
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
通
例
で
あ
る
。
こ
の
歌

は
、
そ
の
意
味
で
人
の
意
表
を
突
い
て
い
る
。
風
が
吹
く
と
華
や
ぎ
が
あ
お
ら
れ
、

明
る
さ
．
が
水
の
よ
う
に
ゆ
ら
ぎ
、
そ
の
と
き
不
動
の
黒
い
幹
は
存
在
を
鮮
や
か
に
す

る
。
作
者
は
桜
の
花
に
美
を
見
る
よ
り
は
、
そ
の
幹
に
意
志
的
な
も
の
を
見
い
だ
し

て
い
る
。
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
、
作
者
の
内
面
の
意
志
的
な
も
の
の
投
影
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
見
よ
う
と
す
る
目
が
心
が
な
け
れ
ぽ
、
も
の
の
新
し
い
姿
は
見
え
て
こ
な
い

の
だ
。

　
我
々
は
現
代
の
息
苦
し
さ
を
思
う
に
つ
け
、
温
か
く
優
し
い
叙
情
詩
や
も
の
の
本

質
に
至
る
詩
を
も
っ
と
強
く
求
め
、
そ
れ
を
響
か
せ
る
努
力
を
し
て
い
か
な
け
れ
ぽ

な
ら
な
い
。
漢
詩
や
日
本
の
詩
歌
と
の
往
還
を
通
し
て
、
「
中
国
」
に
も
つ
と
親
し

み
を
も
っ
て
接
し
て
も
ら
え
る
一
つ
の
契
機
に
な
れ
ば
と
思
う
。
さ
ら
に
、
そ
こ
か

ら
自
国
の
文
化
に
つ
い
て
も
、
新
し
い
理
解
が
生
ま
れ
て
く
る
こ
と
を
願
う
次
第
で

　
　
②

あ
る
。

1
2

こ
こ
に
一
首
の
短
歌
が
あ
る
。



注

①
拙
稿
「
歌
人
・
佐
藤
佐
太
郎
の
蘇
転
賛
歌
」
（
『
愛
媛
国
文
と
教
育
』
第
三
一
号
　
九
八
）

　
同
　
「
佐
藤
佐
太
郎
の
蘇
転
の
嶺
海
詩
へ
の
欣
慕
」
（
『
愛
媛
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
■
1
三

　
　
　
一
巻
　
九
八
）

　
同
　
「
蘇
載
の
嶺
海
期
の
悟
達
の
詩
学
」
（
『
東
洋
古
典
学
研
究
』
第
六
集
　
広
島
大
学
　
九

　
　
　
八
）

　
　
　
　
を
参
照
さ
れ
た
い
。

②
拙
論
の
視
点
と
関
連
す
る
書
に
、
拙
著
『
漢
詩
　
響
き
あ
う
こ
と
ば
』
（
シ
ー
ド
書
房
　
九

　
七
）
が
あ
る
。

（
一

繼
繼
續
N
五
月
二
十
受
理
）
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「
中
国
」
と
い
う
異
文
化
理
解
の
た
め
に


