
一
、

は
じ
め
に

私
は
か
つ
て
坪
田
文
学
に
お
け
る
中
国
漢
詩
文
の
受
容
に
つ
い
て、
「
唐

詩
選」
を
中
心
に
検
討
し
て
き
た
（「
坪
田
譲
治
と
中
国
文

学ー
漢
詩
文
受

容
の
諸
柑
ー」
「
岡
山
大
学
大
学
院
文
化
科
学
研
究
科
紀
要」
第
ニ一
号、

二
0
0
1
＇
―
-
）
の
で
あ
る
が、
そ
ん
な
盛
唐
の
詩
人
た
ち
が
人
生
の
先

達
と
し
て、
ま
た
詩
作
の
手
本
と
し
て
仰
い
だ
の
が
東
晋
の
詩
人
陶
淵
明
で

あ
り、
彼
は
詩
聖
と
し
て
慕
わ
れ、
中
国
の
時
歌
史
上
に
お
い
て
仰
大
な
詩

人
の一
人
と
し
て
涼
敬
さ
れ
て
い
た。
王
維
は
陶
淵
明
を
再
評
価
し、
唐
代

以
前
に
お
け
る
もっ
と
も
悴
大
な
詩
人
と
し
て
位
箇
づ
け、
〈
傾
倒
し
て
彊

ひ
て
行
き
行
き、
酎
歌
し
て
五
柳
に
的
る。〉〈「
傾
倒
盟
行
行、
甜
歌
蹄
五
柳」

「
偶
然
作
其
四』）
と
歌
っ
て
陶
淵
明
の
生
き
方
を
理
想
と
し
た
の
で
あ
る。

酒
仙
と
称
さ
れ
た
李
白
は
酒
の
風
雅
を
愛
す
る
者
の
先
輩
格
で
あ
る
淘
淵
明

を
念
頭
に
お
い
た
詩
を
作
っ
て
お
り、
淘
淵
明
の
桃
源
郷
を
意
識
し
て
作
っ

た
も
の
と
思
わ
れ
る
〈
桃
花
流
水
杏
然
と
し
て
去
る、
別
に
天
地
の
人
間
に

非
ざ
る
有
り。〉
（「
桃
花
流
水
杏
然
去、
別
有
天
地
非
人
間」
「
山
中
間
答
J

)

の一
句
に
は、
李
白
の
括
淡
と
し
た
生
き
ざ
ま
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る。
ま
た、

坪
田
譲
治
と
陶
淵
明

ー
小
説
「
蟹
と
遊
ぶ』

論
ー

宋
の
詩
人
鮮
献
（
蘇
束
披）
は
陶
淵
明
を
称
揚
し
て、
〈
吾、
詩
人
に
お
い

て
好
む
と
こ
ろ
な
し、
し
か
し
て
独
り
淵
明
の
詩
を
好
む。
淵
明
詩
を
作
る

こ
と
多
か
ら
ず、
然
れ
ど
も
質
に
し
て
団
は
綺。
瑯
せ
て
団
は
股
ゆ、
暫
劉

飽
謝
李
杜
の
諸
人
よ
り
皆
及
ぶ
こ
と
な
き
な
り。〉
（「
吾
於
詩
人
無
所
甚
好．

獨
好
淵
明
之
詩。
淵
明
作
詩

不多、
然
其
詩
質
而
貨
綺`

烈
而
宜
狭。
自
咄、

劉、
鮪、
謝、
李、
杜
諸
人、
皆
莫
及
也。」
「
束
披
摂
集
巻
三・
和
陶
詩一

百
二
十
首」）
と
言
う
が、
晩
年
に
い
た
っ
て
い
よ
い
よ
陶
淵
明
に
傾
倒
し、

そ
の
す
べ
て
の
詩
に
和
す
る
こ
と
を
試
み
る
と
と
も
に、
自
身
の
挫
折
を
陶

涸
明
の
不
遇
に
重
ね
て、
そ
こ
か
ら
生
き
る
力
を
汲
み
取っ
た
の
で
あ
る（
中

谷
孝
雄
箸
「
陶
淵
明
j

新
選
詩
人
叢
柑、
南
風
掛
房、
昭
二
三・
六
を
参
照）。

か
く
し
て
唐
宋
以
降
に
輩
出
し
た
ほ
と
ん
ど
す
ぺ
て
の
詩
人
は、
陶
涸
明
に

倣
う
と
か、
陶
淵
明
を
慕
う
と
か
い
っ
た
詩
題
の
も
と
に、
陶
淵
明
の
作
風

を
意
敗
し
な
が
ら
詩
作
し
た
と
い
っ
て
過
言
で
は
あ
る
ま
い。

日
本
に
お
け
る
陶
淵
明
の
受
容
に
つ
い
て
は、
伝
来
の
時
期
は
定
か
で
は

な
い
が、
奈
良
時
代
以
前
に
す
で
に
舶
来
さ
れ
て
お
り、
平
安
時
代
に
な
る

と、
淡
海
其
人
福
良
満
の
「
早
春
田
園」
や
菅
原
道
真
の
「
残
菊
詩」
な
ど

劉

迎
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．

の
よ
う
に、

漢
詩
集
に
は
明
ら
か
に
掏
澗
明
の
詩
を
ふ
ま
え
た
表
現
が
み
ら

れ
る
の
で
あ
る。

陶
混
明
の
作
品
が
飛
躍
的
に
多
く
読
ま
れ
た
の
は
江
戸
時

代
で
あ
り、

藤
原
恨
裔
・

林
羅
山
・

荻
生
祖
彼
・

太
宰
春
台
を
は
じ
め
多
く

の
僻
者、

詩
人、

文
人
が
陶
淵
明
の
詩
文
に
深
い
関
心
や
興
味
を
抱
き、

俳

諧
の
世
界
で
も、

芭
蕉
．

蕪
村
・
一

茶
の
句
に
掏
淵
明
の
詩
を
俳
題
に
し
た

・

り、

俳
諧
化
し
た
り
し
た
も
の
が
あ
る。

明
治
期
以
降
は
盛
ん
に
西
欧
の
文

学
が
移
入
さ
れ
る
よ
う
に
な
り、

次
第
に
漢
文
学
の
素
整
を
必
要
と
す
る
度

合
い
が
減
少
し
て
い
く
が、

陶
淵
明
の
詩
へ
の
関
心
が
依
然
と
し
て
衰
え
る

こ
と
な
く、

そ
の
痕
跡
が
多
く
の
作
品
に
う
か
が
え
る。

例
え
ば、

宮
崎
湖

処
子
は、

散
文
詩
「
蹄
省
J

(
明
二
三
・
六）

で
全
九
章
か
ら
な
る
各
章
の

冒
頭
に、

陶
混
明
の
詩
を
骰
い
て
か
ら
自
ら
の
半
生
を
述
べ
て
い
る
し、

国

木
田
独
歩
は、

陶
淵
明
の
作
に
題
名
や
ヒ
ン
ト
を
取
っ
た
「
節
去
来」
（
明

三
四
•
五）

を
著
し、

田
園
生
活
や
風
釆
の
価
値
の
再
発
見
に
よ
る
典
の
自

由
を
追
求
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る。

ま
た、

夏
目
漱
石
は、
「
草
枕
J

(
明

三
九
・
九）

の
中
で
涸
明
の
詩
「
飲
酒」

を
引
用
し
て、

西
洋
の
文
学
芸
術

が
人
間
社
会
を
中
心
と
す
る
の
と
対
照
的
に、

東
洋
の
詩
歌
は
社
会
を
は
な

れ
自
然
と
一

体
と
な
っ
て
い
て、
〈
採
菊
束
簸
下、

悠
然
見
南
山。
．．．
 超
然

と
出
世
間
的
に
利
害
損
得
の
汗
を
流
し
去
っ
た
心
持
ち
に
な
れ
る。〉

と
術

い
て
い
る
（
澗
谷
武
志
著
『
陶
淵
明
ー
「
距
離」

の
発
見
ー』

岩
波
世
店、

二
0
ー
ニ
・
九
を
参
照）
。

一

方、

腺
治
は
早
く
か
ら
陶
混
明
に
深
く
傾
倒
し、

そ
の
黒
流
阻
逸
な
る

生
き
方
と
詩
風
に
並
々
な
ら
ぬ
共
感
を
寄
せ
て
い
た
の
で
あ
る。

彼
は
掏
淵

明
と
同
じ
よ
う
に
田
園
の
生
活
を
こ
よ
な
く
愛
し、

ま
た
故
郷
の
田
園
風
景

を
好
ん
で
描
い
た
の
で
あ
る。

譲
治
に
は
翔
淵
明
の
詩
を
そ
の
ま
ま
引
用
し

た
り、

そ
こ
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
て
作
っ
た
と
思
わ
れ
る
作
品
が
多
く
あ
る
が、

い
ず
れ
も
掏
淵
明
の
「
田
園
自
然」

の
世
界
が
通
底
し
て
お
り、

そ
の
上
に

譲
治
な
ら
で
は
の
創
意
を
生
か
し
た
新
し
い
趣
向
の
も
の
で
あ
る。

本
稿
で
は、

坪
田
文
学
に
お
け
る
陶
淵
明
の
受
容
に
つ
い
て
具
体
的
な
作

J

ス
9
ル
ジ
ア

品
に
即
し
て
検
討
す
る
と
と
も
に、

譲
治
の
田
園
自
然
へ
の
思
硲
お
よ
び
そ

れ
に
よ
る
坪
田
文
学
の
変
容
を
浮
き
彫
り
に
し
て
み
た
い
。

二
、
「
田
園
自
然」

に
託
し
た
思
い

陶
淵
明
（
三
六
五
！
四
二
七）

は
陶
潜
と
も
呼
ば
れ、

紀
元
四
世
紀
の
東

晋
時
代
の
詩
人
で、

田
園
詩
の
創
始
者
で
あ
る。

没
落
し
た
貨
族
の
家
庭
に

生
ま
れ、

生
活
の
た
め
に
不
本
意
な
地
方
官
の
戦
に
就
い
た
り、

い
く
つ
か

の
軍
閥
の
属
僚
を
経
験
し
た
り
し
た。

四
一

歳
で
ま
た
政
府
の
役
人
と
し
て

郷
里
洒
陽
と
は
程
遠
か
ら
ぬ
彩
沢
県
の
県
令
と
な
っ
た
が、

若
い
上
役
が
視

察
に
来
る
か
ら
礼
服
で
出
迎
え
よ
と
言
わ
れ
た
の
に
対
し
て、
〈
我
五
斗
米

の
為
に
腰
を
折
り
て
郷
里
の
小
人
に
向
か
う
能
わ
ず〉
（「
吾
不
能
為
五
斗
米

折
腰、

拳
拳
事
郷
里
小
人
邪」
『
晋
密
・
陶
潜
伝」

巻
九
三）

と
首
っ
て
さ

っ
さ
と
職
を
投
げ
出
し、

故
郷
に
引
き
揚
げ
て
し
ま
っ
た。

そ
れ
か
ら
彼
は

二
度
と
政
府
の
役
人
に
な
ろ
う
と
は
せ
ず、

か
ね
て
か
ら
の
願
望
で
あ
っ
た

郷
旦
の
田
図
に
帰
居
し
て
自
ら
鋤
を
と
っ
て
晨
耕
生
活
を
営
み、

賓
苦
に
苦

し
み
な
が
ら
も
六
三
歳
で
悟
り
の
境
地
に
達
し
た
よ
う
に、

そ
の
生
涯
を
閉
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陶
淵
明
は
生
涯
貧
し
い
生
活
に
甘
ん
じ、
自
ら
を
厳
し
く
追
及
し
た。
四

一
歳
か
ら
六
三
歳
ま
で
の
約
二
二
年
間
（
四
0
五
1
四
二
七）
に
お
よ
ぶ
閑

居
生
活
の
期
間
は
創
作
が
も
っ
と
も
豊
か
に
行
な
わ
れ
た
時
期
で、
多
く
の

田
園
詩
が
作
ら
れ
た。
そ
の
中
で
田
舎
の
暮
ら
し
や
田
園
の
風
穀
な
ど
が
初

め
て
詩
の
阻
要
な
対
象
と
な
り、
詩
に
歌
わ
れ
て
い
る。
す
こ
ぶ
る
平
淡
の

よ
う
で
あ
る
が、
そ
の
平
淡
は
み
な
自
然
よ
り
入
り、
そ
し
て
深
く
碁
づ
く

と
こ
ろ
が
あ
る。
田
園
生
活
は
陶
淵
明
に
よ
っ
て
純
粋
な
も
の、
美
的
な
も

の
と
さ
れ、
苦
痛
の
多
い
現
実
か
ら
の
「
避
難
所」
と
な
っ
た
も
の
の、
そ

の
精
神
に
お
い
て
は
高
遠
な
る
理
想
に
あ
こ
が
れ
る
と
同
時
に、
現
実
の
世

界
を
直
視
し、
束
晋
の
旗
鎮
で
あ
り
な
が
ら
つ
い
に
は
紙
奪
者
と
な
っ
た
劉

裕
を
痛
烈
に
批
判
し
た
「
述
酒」
の
よ
う
に
当
時
の
政
治
や
社
会
を
風
刺
す

る
詠
懐
詩
も
数
多
く
創
作
す
る
な
ど、
俗
世
問
を
忘
れ
る
（
超
越
す
る）
こ

と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る。

後
世
に
伝
え
ら
れ
て
き
た
隋
濶
明
の
詩
文
は
百
余
首、
散
文1
0
数
絹
で

あ
る
が、
中
国
の
文
学
史
上
で
非
常
に
大
き
い
地
位
を
占
め
て
い
る。
限
淵

明
の
生
き
た
東
晋
時
代
は
形
式
主
義
が
盛
ん
で
あ
り、
多
く
の
人
々
は
華
麗

な
言
葉
や
形
式
ば
か
り
に
こ
だ
わ
っ
て
い
た
が、
陶
淵
明
は
田
図
詩
と
い
う

新
し
い
題
材
に
よ
る
詩
の
世
界
を
切
り
開
き、
古
代
の
素
朴
な
風
格
を
引
き

継
い
で
お
り、
し
か
も
活
気
に
あ
ふ
れ、
素
朴
で
流
暢
な
言
葉
を
躯
使
す
る

こ
と
で、
詩
の
創
作
の
レ
ペ
ル
を
新
た
な
高
さ
ま
で
引
き
上
げ
た
の
で
あ
る。

こ
う
し
た
自
然
を
崇
拝
し、
誇
り
高
く
て、
素
朴
で

率崖
な
人
柄
は
中
国
の

じ
た。

歴
代
の
文
人
に
よ
っ
て
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
（
中
谷
孝
雄
著
「
陶
淵
明
j

新
選
詩
人
叢
翡、
南
風
書
房、
昭
二
三・
六
を
参
照）。

陶
淵
明
の
詩
の
皿
要
な
テ
ー
マ
は、
田
園
生
活
へ
の
あ
こ
が
れ
で
あ
る。

彼
は
自
然
の
風
物
を
自
然
の
ま
ま
に
歌
い、
自
然
と一
体
に
な
る
生
活
の
な

か
に
こ
そ、
「
真」
の
人
生
の
喜
び
が
あ
る
と
主
張
し、
そ
の
作
品
に
描
か

れ
る
自
然
は
田
園
生
活
に
密
落
し、
自
ら
の
日
常
生
活
の
体
験
に
根
ざ
し
た

具
体
的
な
内
実
を
持
っ
た
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
お
り、
鮮
や
か
で
暖
か
い

人
間
味
や
枯
淡
の
風
が
あ
ふ
れ
て
い
る。
〈
此
の
中
に
奨
意
あ
り、
翔
ぜ
ん

と
欲
し
て
巳
に
酋
を
忘
る。〉（「
此
中
有
渓
意、
欲
辮
已
忘
言」「
飲
酒
其
五
j

)

は、
透
明
な
夕
暮
れ
の
空
気
の
中
を
山
の
ね
ぐ
ら
へ
と
帰
る
飛
烏
を
見
て
の

感
慨
で
あ
っ
て、
彼
は
人
生
の
真
諦
を
悟
り
切
っ
た
の
で
あ
る。
こ
れ
は、

の
ち
に
自
然
に
其
（
道）
が
あ
り
美
が
あ
り、
そ
の
自
然
と
泄
然一
体
と
な

っ
た
境
地
を
求
め、
田
園
に
帰
る
と
い
う
中
国
文
学
の
自
然
観
を
代
表
す
る

首
業
と
な
っ
て
い
る。

陶
淵
明
の
詩
文
に
お
い
て
「
自
然」
と
い
う
言
葉
の
登
場
は
四
ヵ
所
あ
り、

そ
れ
ぞ
れ
〈
神
自
然
を
輝
く〉
（「
神
絣
自
然
以
繹
之」
「
形
影
神
三
首・
序』）、

〈
質
性
は
自
然〉
〈「
質
性
自
然」
「
蹄
去
来
分
辟」）、
〈
復
た
自
然
に
返
る
を

得
た
り〉
（「
復
得
返
自
然
J

「
跨
田
園
居
五
首•
第
二」）
と
〈
漸
く
自
然
に

近
し〉
（「
漸
近
自
然」
「
晋
故
征
西
大
将
軍
長
史
孟
府
君
僻」）
で
あ
る
が、

い
ず
れ
も
「
自
然
は
人
間
と
世
界
が
共
存
す
る
理
想
の
状
態
で
あ
る」
と
い

う
老
荘
思
想
に
基
づ
き、
前
の
二
つ
は
本
質
の
根
源
と
い
う
意
味
合
い
を、

後
の
二
つ
は
価
値
の
回
帰
す
ぺ
き
方
向
と
い
う
意
味
合
い
を
有
す
る
も
の
で、
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陶
淵
明
が
そ
の
生
の
道
程
全
体
を
も
っ
ば
ら
「
本
真へ
の
回
帰」、
「
自
然
へ

の
回
帰」
の
体
現
と
し
て
捉
え
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る。
こ

の
こ
と
に
つ
い
て
中
国
文
学
思
想
学
者
の
徐
復
観
は、
〈
老
荘
思
想、
と
り

わ
け
荘
子
の
自
然
思
想
の
文
學
の
而
に
お
け
る
成
果
と
収
穫
と
し
て、
第一

に
推
す
べ
き
も
の
は
陶
淵
明
の
田
園
詩
を
お
い
て
ほ
か
に
な
い。〉
（「
中
国

藝
術
精
神
j

台
北・
學
生
密
局、
一
九
六
六•
一
）
と
高
く
評
価
し
て
い
る。

淘
淵
明
の
詩
に
大
き
な
感
銘
を
受
け
た
譲
治
は、
「
自
然」
へ
の
把
握
は

そ
れ
ほ
ど
哲
理
的
で
深
い
も
の
で
は
な
い
も
の
の、
同
じ
く
自
然
を
友
と
す

る
「
自
然
と
人
生」
と
い
う
摂
理
に
も
と
づ
き、
自
然
を
入
生
と
結
ぴ
付
け

て
考
え
て
い
る。
彼
は
自
然
の
中
に
自
我
を
憫
い
て、
大
自
然
と
自
己
と
を

ー
つ
に
す
る
よ
う
な、
〈
い
つ
も
自
然
的、
即
ち
自
然
と
同
化
し
て
ゐ
る
自

然
の
中
の
人
間
生
活〉
（「
野
尻
雑
箪」
「
中
外
商
業
新
報」
昭
l

五・
六）

を
理
想
と
し、
自
然
と
の
交
流、
自
然
の
賛
美
と
懺
恨、
自
然
へ
の
回
帰
そ

し
て一
体
化
な
ど
を
求
め
続
け
て
い
た
の
で
あ
る。
む
ろ
ん
そ
の
基
底
に
は、

〈
自
然
は
悠
久
に
し
て、
人
生
は
須
曳
で
あ
る。〉
（「
赤
城
大
沼
に
て」
「
花

椿」
昭一
三
•

I

0)
と
い
う
認
識
が
宿
さ
れ
て
お
り、
悠
返
な
る
自
然
に

対
す
る
人
生
の
は
か
な
さ
と
い

う無
常
観
に
支
え
ら
れ
て
展
開
さ
れ
て
い
る。

彼
の
性
格
の
中
心
を
占
め
た
の
は
や
は

り自
適
と
自
然
を
愛
す
る
も
の
で
あ

っ
た
が、
〈
然
し
鳥
の
如
く
に
空
高
く
飛
ぴ、
魚
の
如
く
に
自
然
の
中
に
遊

ば
ん
に
も、
私
如
き
は
微
力
短
オ、
一
日
と
し
て
生
活
の
こ
と
を
忘
れ
る
膵

に
は
ゆ
き
ま
せ
ん。〉
（「
鮒
釣
り
の
記」
「
文
藝
首
都」
昭―
―
•
一―-）
と、

彼
は
淘
淵
明
の
よ
う
に
田
園
に
帰っ
て
悠
々
自
適
で
自
然
を
楽
し
む
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た。
そ
し
て
家
業
を
め
ぐ
る
親
族
問
の
骨
向
相
食
む
争
い
の
た

め、
「
早
く
已
に
戦
場」
と
な
っ
た
故
郷
は、
彼
に
と
っ
て
苦
痛
以
外
の
何

物
で
も
な
か
っ
た
が、
し
か
し、
〈
私
な
ど
は、
意
識
的
に
は
い
つ
も
故
郷

を
離
れ
た
い
と
考へ
な
が
ら、
密
く
も
の、
書
く
も
の
が、
凡
て
故
郷
に
つ

い
て
の
こ
と
ば
か
り
で
あ〉
（「
石
井
村
島
田」
「
新
潮」
昭
ごニ・
七）
る

と
い
っ
た
よ
う
に、
そ
の
心
を
さ
さ
え
る
精
神
的
支
柱
と
な
り、
大
き
な
原

動
力
と
な
る
の
で
あ
る。

私
の
心
中
の
故
里
は
…
昔
な
が
ら
の
岡
山
縣
御
野
郡
石
井
村
大
字
烏
田

の
そ
れ
で
あ
る。
田
圃
の
中
の
小
さ
な
村
で
あ
る。
家
敷
二
十
に
み
た
ず、

殆
ど
藁
茸
で、
柿
の
木
が
ど
こ
の
家
で
も
枝
や
幹
を
曲
り
く
ね
ら
せ、
寒

山
拾
得
の
姿
で
立
つ
て
ゐ
た。
夏
は
そ
の
幹
に
蜘
な
き
し
き
り、
秋
は
そ

の
枝
に
熟
柿
が
下
つ
て
ゐ
た。
が、
そ
ん
な
こ
と
よ
り、
私
に
忘
れ
難
い

の
は
そ
の
村
を
流
れ
る
四
條
の
川
で
あ
る。
二
つ
は
村
の
北
と
南
を
流
れ、

二
つ
は
村
の
奨
中
を
流
れ
て
ゐ
た。
川
岸
に
は
今
頃
に
な
れ
ば
水
楊
生
ひ

茂
り、
そ
の
若
葉
は
水
の
半
分
を
隠
し
て
ゐ
る
く
ら
ゐ
で
あ
る。
川
の
水

は
昔
は
飲
水
に
使
っ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
か
ら、
梢
冽
と
云
へ
な
く
と
も、

決
し
て
濁
っ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た。
泌
が
川
底
を
ゆ
ら
ゆ
ら
と
ゆ
れ
て

ゐ
て、
そ
の
間
を
色
々
な
魚
が
泳
い
で
ゐ
た。
（
中
略）

面
岸
は
何
虚
ま
で
も
田
圃
つ
ゞ
き
で、
そ
の
田
圃
は
そ
の
頃
菜
の
花
の

黄一
色。
虐
々
に
げ
ん
げ
の
花
の
盛
り
上
つ
て
咲
い
て
る
田
圃
が
あ
っ
た。

そ
ん
な
庭
へ
来
る
と、
流
れ
に
ま
か
せ
て
ゐ
た
船
を
と
め
て、
そ
こ
に
子
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供
達
は
花
の
上
で
相
換
を
と
っ
た。
川
は
幾
つ
か
の
橋
の
下
を
く
ゞ
り、

幾
つ
か
の
村
の
中
を
通
り、
そ
し
て
末
は
大
き
な
池
の
中
へ
流
れ
込
む。

そ
こ
に
は
菱
が一
而
に
浮
い
て
ゐ
る。
…
そ
こ
で
私
達
は
船
を
ゆ
す
つ
て

日
の
春
れ
か
、
る
迄
遊
ぴ
戯
れ、
夕
も
や
が
池
の
上
に
か
、
る
頃
に
な
っ

て、
俄
に
河
窟
や
狐
が
恐
ろ
し
く
な
り、
大
急
ぎ
で
船
を
引
い
て
蹄
つ
て

来
る。
陀
る
途
中、
北
の
ほ
う
の
山
の
中
腹
に
あ
る
寺
か
ら、
鎖
の
音
が

オ
ー
ン、
オ
ー
ン

と問え
た
も
の
で
あ
る。

（「
班
馬
い
な
、
く」
「
班
馬
喝
<j、
主
張
社、
昭―
I
•
 I
O)

譲
治
の
描
く
自
然
は、
彼
自
身
の
生
活
に
密
洛
し
た
故
郷
に
あ
り、
い
わ

ゆ
る
〈
手
で
触
れ
る
よ
う
な〉
（
佐
藤
さ
と
る
「
坪
田
童
話
の
秘
密」
「
坪
田

譲
治
童
話
全
集
巻一
四・
坪
田
譲
治
童
話
研
究」、
岩
崎
杏
店、
一
九
八
六．

I

 

0)
実
在
感
の
あ
る
田
園
の
そ
れ
で
あ
る。
幼
少
年
時
代
を
過
ご
し
た
岡

．．
 
山
の
自
然
が
彼
の
脳
裏
に
深
く
滲
み
込
み、
そ
の
時
の
自
然
に
対
す
る
印
象

が、

彼
の
作
品
の
上
に
現
れ
て
い
る
故
郷
の
自
然
な
の
で
あ
る。
彼
は
故
郷

の
素
朴
な
自
然
の
中
に
息
づ
く
人
間
（
子
ど
も
を
含
む）
の
い
と
な
み
の
喜

怒
哀
楽
を
詩
情
ゆ
た
か
に
う
た
い
あ
げ、
読
者
に
し
み
じ
み
と
自
然
と
人
生

を
考
え
さ
せ
る
の
で
あ
る。

三
、

帰
還
不
能
の
田
園

譲
治
が
好
ん
で
詠
ん
だ
掏
湿
明
の
詩
の一
っ
に
〈
帰
り
な
ん、
い
ざ、
田

園
ま
さ
に
蕪
れ
な
ん
と
す〉
と
い
う
の
が
あ
る。
こ
れ
は
陶
淵
明
が
四一

で
す
ぺ
て
を
投
げ
打
っ
て
故
郷
の
直
山
の
麓
に
帰
っ
て
き
た
と
き
の
詠
嘆
を

つ
づ
っ
た
か
の

有名
な

「帰去
来
の
辞
j

の
冒
頭
に
骰
か
れ
る
も
の
で、

官

を
辞
し
て
帰
郷
し、
自
然
を

友と
す
る
田
団
生
活
に
生
き
よ
う
と
す
る
決
意

を
述
べ
た
の
で
あ
る。

知
来
者
之
可
追

舟
遥
逼
以
軽

風
諷
瓢
而
吹
衣

問
征
夫
以
前
路

恨
森
光
之
窯
徴

賞
迷
途
其
未
遠

覚
今
是
而
昨
非

田
図
勝
蕪
胡
不
蹄

既
自
以
心
為
形
役

笑
憫
恨
而
獨
悲

悟
已
往
之

不諫

踏
去
来
分

い
ざ

荊
に
蕪
れ
な
ん
と
す
胡
ぞ
蹄
ら
ざ
る

既
に
自
ら
心
を
以
て
形
の
役
と
偽
す

笑
ぞ
憫
恨
し
て
初
り
悲
し
む

巳
往
の
諒
め
ざ
る
を
悟
り

来
者
の
追
ふ
可
き
を
知
る

賀
に
途
に
迷
ふ
こ
と

其
れ
未
だ
遠
か
ら
ず
し
て

覺
る

今
は
是
に
し
て

昨
は
非
な
る
を

舟
は
遥
逼
と
し
て

以
て
軽
し

風
は
諷
塁
と
し
て

衣
を
吹
く

征
夫
に
問
ふ
に

前
路
を
以
っ
て
し

辰
光
の
窯
微
な
る
を
恨
む

以
下
大
意
を
記
せ
ば、

さ
あ
帰
ろ
う、

田
園
が
荒
れ
よ
う
と
し
て
い
る。

い
ま
ま
で
生
活
の
た
め
に
心
を
犠
牲
に
し
て
き
た
が、
く
よ
く
よ
と
悲
し
ん

で
い
て
も
仕
方
が
な
い。
今
ま
で
は
間
違
っ
て
い
た
の
だ。
過
去
の
こ
と
は

今
さ
ら
と
り
返
し
が
つ
か
な
い、
こ
れ
か
ら
は
自
分
の
た
め
に
未
来
を
生
き

田
困
節
り
な
ん
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よ
う。
道
に
迷っ
て
も
決
し
て
改
め
る
に
遅
く
は
な
い。
今
の
考
え
の
正
し

い
こ
と
を
知
る
に
つ
け
て
も、
過
去
の
非
を
ま
す
ま
す
痛
感
す
る。

淘
淵
明
の
心
の
中
の
田
園
は、
何
時
と
な
く
彼
の
心
そ
の
も
の
と
な
っ
て

い
た。
田
園
に
婦
る
と
い
う
こ
と
は、
自
分
の
性
情
の
自
然
に
返
る
こ
と
を

意
味
す
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う。
そ
の
意
味
で、
「
帰
去
来
の
辞」
の

一
篇
は、
従
来
掏
淵
明
が
し
ば
し
ば
詠
っ
て
き
た
詩
境
の
総
決
箕
で
あ
り、

自
然
を
友
と
す
る
と
い
う
人
生
哲
学
の
確
立
で
あ
っ
た。
彼
は
生
涯
こ
の
詩

境
を
守
っ
て、
繰
り
返
し
同
じ
こ
と
を
詠
い
つ
づ
け
た。
そ
の
詩
境
は
年
と

と
も
に
深
ま
り
こ
そ
す
れ、
い
さ
さ
か
の
動
揺
も
な
か
っ
た。
一
度
確
立
さ

れ
た
詩
人
の
世
界
と
い
う
も
の
は、
も
は
や
何
物
を
も
っ
て
し
て
も
動
か
せ

な
い
も
の
で
あ
る。
し
た
が
っ
て、
陶
淵
明
に
と
っ
て、

E四
去
来
の
辞」

は
そ
の
生
涯
を
決
定
す
る
画
期
的
な
作
品
で
あ
る
と
い
っ
て
も
決
し
て
過
言

で
は
あ
る
ま
い。

誤
治
の
作
品
に
お
け
る
掏
淵
明
「
帰
去
来
の
辞』
の
引
用
例
が
確
認
さ
れ

る
の
は、
短
筒
「
町
か
ら
蹄
っ
た
女」
や
随
館
「
野
尻
雑
筵」
な
ど
四
つ
の

作
品
で
あ
る
が、
い
ず
れ
も
譲
治
が
掏
涸
明
的
自
然
の
感
情
を
と
も
な
っ
て

故
郷
の
田
園
風
景
を
描
い
た
も
の
で
あ
る。
短
籠
小
説「
町
か
ら
蹄
っ
た
女」

は
昭
和
五
年
(-
九
三
0)
三
月
八
日
付
の
「
東
京
朝
日
新
聞」
に
掲
載
さ

れ
た
作
品
で
あ
る
が、
原
題
は
「
町
か
ら
蹄
っ
た」
と
な
っ
て
い
る。

村
の
娘
肯
山
雪
子
が
大
阪
に
出
て
産
婆
の
作
業
を
終
え
る
が、
〈
余
り
に

美
し
か
っ
た
た
め〉、
彼
女
は
ダ
ン
サ
ー
に
な
り、
ま
た
ダ
ン
サ
ー
場
の
ス

タ
ー
と
な
っ
て、
と
う
と
う
妊
娠
し
て
し
ま
っ
た。
村
に
帰
っ
て
き
た
彼
女

は、
〈
監
禁
同
然〉
に
伯
父
さ
ん
の
と
こ
ろ
に
預
け
ら
れ、
村
人
か
ら
「
淫

蕩
の
婦」
と
軽
蔑
さ
れ
て、
〈
毎
日
子
守
歌
を
歌
ひ
な
が
ら、
逼
大
阪
の
空

を
望
み
な
が
ら、
そ
の
子
の
父
を
し
の
ば
ね
ば
な
ら
な
い〉
こ
と
に
な
っ
た

と
い
う
話
で
あ
る。
こ
の
不
懐
な
娘
を
賛
美
し
同
情
す
る
村
の
若
者
た
ち
と、

伝
統
な
風
習
を
固
く
守
ろ
う
と
す
る
保
守
的
な
村
人
た
ち
と
の
意
見
の
対
立

や
心
の
葛
藤
を
的
確
に
捉
え、
田
園
風
景
は
変
わ
ら
な
い
も
の
の、
新
時
代、

新
文
化
が
も
た
ら
さ
れ
た
村
人
の
意
識
的
変
化
を
巧
み
に
表
現
し
て
い
る。

中
に
は
こ
ん
な一
節
が
見
ら
れ
る。

昔
を
懐
へ
ば
ー

さ
う
だ。
明
治
年
澗
の
こ
と
で
あ
る。
岡
山
市
の
町
は
づ
れ、
―
つ
の

踏
切
を
越
す
と、
都
を
張
っ
た
や
う
な
あ
を
空
の
下
に、
遠
く
打
ち
績
＜

一
面
の
青
褻
の
田
畝。
そ
の
端
つ
こ
に
小
さ
く
遠
い
私
の
村。
一
本
の
高

い
松
が
そ
び
え、
そ
の
下
に
南
燈
風
の
枝
を
さ
し
交
し
て
ゐ
る
宵
葉
の
柿

の
樹。
七
八
つ
し
か
見
え
な
い
わ
ら
屋
根
と、
そ
の
間
に
光
る
白
墜
の
土

蔵。
そ
の
頃
私
は
そ
の
村
を
さ
し
て、
歩
の
間
を、
か
は
や
な
ぎ
の
茂
つ

て
ゐ
る
小
川
の
岸
を、
ー
蹄
り
な
ん、
い
ざ、
田
園
将
に
あ
れ
ん
と
す。

い
か
で
蹄
ら
ざ
ら
ん
や
ー
と
蹄
つ
て
来
た
も
の
で
あ
る。

そ
の
頃、
そ
の
川
に
は
コ
ヒ
や
ナ
マ
ヅ
が
住
ん
で
を
り、
深
い
所
に
は

河
童
さ
へ
ゐ
た
の
で
あ
る。
田
畝
に
も
長
く
末
を
引
い
た

晨夫
の
歌
が
開

え、
寺
の
朝
夕
の
錐
の
音
は
村
や
田
畝
の
末
々
ま
で
ゆ
る
や
か
に
響
き
渡

っ
た。
そ
の
鐘
の
音
を
開
き
な
が
ら、
幼
い
私
が
キ
ツ
ネ
に
ば
か
さ
れ
は
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し
ま
い
か
と
心
配
し
な
が
ら、
萎
の
中
を
走
っ
た
こ
と
は
た
ぴ

／＼
で
あ

る。
キ
ツ
ネ
も
賀
際
そ
の
頃
は
人
を
ば
か
し
た。（
※
爵
線
劉、
以
下
同
様）

(「
晩
春
懐
郷」
竹
村
密
房、
昭一
O·
1
0)
 

短
い
文
章
で
あ
る
が、
す
こ
ぶ
る
構
成
的
脚
色
的
で、
こ
れ
を
例
え
ば
故

郷
の
初
夏
な
ど
と
題
す
る一
枚
の
風
景
画
に
仕
立
て
る
こ
と
も
不
可
能
で
は

な
い。
こ
の
よ
う
に
少
年
時
代
を
懐
か
し
む
心
が
彼
の
意
識
下
に
あ
っ
て、

時
代
の
波
に
さ
ら
さ
れ
て
変
わ
ろ
う
と
す
る
故
郷
の
自
然
を
案
じ
つ
つ、
彼

は
む
か
し
の
長
閑
な
田
図
の
風
物
を
切
な
る
思
い
で
描
い
た
の
で
あ
る。

実
は
譲
治
の
文
学
を
丹
念
に
読
ん
で
い
く
と、
多
く
の
場
面
で
こ
の
よ
う

な
「
田
固
風
景」
が
登
場
し、
特
に
家
菜
の
島
田
製
織
所
に
専
務
取
締
役
と

し
て
勤
め
て
い
た
が、
突
然
解
任
さ
れ
た
た
め、
「
現
実
の
故
郷」
を
失
い、

生
活
の
租
も
な
く
裸
に
立
た
さ
れ
た
昭
和一
0
年
(-
九
三
五）
前
後
の
作

品
で
は
執
拗
な
ま
で
に
く
り
か
え
し
描
か
れ
て
い
る。
彼
の
感
情
や
志
向
が

す
べ
て「
田
園
風
景」
に
集
約
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
感
じ
ら
れ
る。
こ
の「
田

園
風
景」
に
つ
い
て
譲
治
は、
随
箪
「
野
尻
雑
箪」
（
前
掲）
の
中
で
次
の

よ
う
に
述
ぺ
て
い
る。

故
郷
と
い
ふ
も
の
は
多
く
思
ひ
出
の
中
に、
過
去
の
中
に
あ
る。
私
の

故
郷
な
ど
は
対
五
年
以
前
の
も
の
で、
そ
の
昔
美
し
く
静
か
で
あ
っ
た。

山
川
草
木
が
今
は
凡
て
場
末
の
町
と
な
り
故
郷
な
ど
と
は
首
ふ
こ
と
も
出

来
な
い。
そ
こ
で
日
本
人
の
故
郷
と
い
ふ
観
念
は
凡
そ
田
園
と
い
ふ
酋
葉

で
表
現
さ
る
べ
き
姿
の
も
の
で
あ
る
と
言
っ
た
ら
如
何
で
あ
ら
う。
蹄
り

な
ん
い
ざ。
田
園
ま
さ
に
荒
れ
ん
と
す。
ー
こ
れ
で
あ
る。
陶
淵
明
が
干

敷
百
年
前
に
言
っ
て
の
け
た
そ
れ
で
あ
る。
そ
の
後
こ
の
故
郷
田
園
の
姿

も
時
代
と
共
に
嬰
っ
た
で
あ
ら
う。

（
随
紙
集
「
息
子
か
へ
る」
青
雅
社、
昭
三
二·
\
0)
 

こ
の
引
用
に
示
さ
れ
た
よ
う
に、
彼
の
い
う
「
故
郷
田
園」
は
明
ら
か
に

掬
淵
明
に
代
表
さ
れ
る
中
国
の
自
然
観
を
碁
盤
と
す
る
も
の
で
あ
り、
お
の

れ
に
絡
み
つ
い
て
く
る
社
会
の
絆
を
ふ
り
ほ
ど
き、
人
間
本
来
の
姿
に
立
ち

返
り
得
る
世
界
で
あ
っ
た。
つ
ま
り
譲
治
が
そ
の
故
郷
田
園
の
風
兼
と
意
識

す
る
も
の
は、
幼
少
年
時
代
に
過
ご
し
た
岡
山
の
土
俗
的
風
土
的
な
要
素
と

陶
淵
明
詩
の
鮮
や
か
で
消
雅
な
風
格
が
砥
な
り
合
っ
て
合
成
さ
れ
た、
い
わ

ば
「
観
念
的」
な
景
色
で
あ
っ
た。
同
じ
特
徴
は、
彼
の
ほ
と
ん
ど
の
作
品

に
も
認
め
ら
れ、
宛
然
と
し
て
掏
淵
明
ら
し
い
風
格
で
展
開
さ
れ、
中
国
的

自
然
を
意
識
し
た
造
り
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る。

私
は
心
の
内
に―
つ
の
世
界
が
あ
る
の
を
覺
え
る。
そ
こ
は
時
の
な
い

永
遠
の
國
の
様
で
あ
る。
眼
を
つ
ぶ
れ
ば、
そ
の
世
界
が
心
の
内
に
展
げ

て
行
く。
そ
こ
に
は
七
つ
の
時、
十
の
時、
二
十
の
時、
色
々
の
時
の
自

分
が
ゐ
る。
ま
た
祖
父
が
居
り、
父
母
が
居
り、
兄
弟
が
居
る。
ま
た
親

し
か
っ
た、
或
は
今
も
親
し
い
自
分
の
凡
て
の
友
人
が
居
る。
彼
等
の
中

に
は
今
は
此
世
に
ゐ
な
い
も
の、
ま
た
ゐ
て
も
行
く
の
に
ニ
ケ
月
も
か、
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る
南
米
の
果
て
に
住
ん
で
ゐ
る
も
の
も
あ
る。

け
れ
ど
も
彼
等
は
凡
て
此

心
の
図
の
中
に
生
き
て
ゐ
る。

静
か
に
落
付
い
て、

何
の
憂
ひ
も
な
く。

そ
れ
の
み
で
な
く
私
に
は
そ
の
國
も
空
も
空
氣
も
蒼
く
静
か
に
澄
ん
で
ゐ

・
る
様
に
思
は
れ
る。

そ
し
て
そ
の
國
に
は
充
ち
て
ゐ
る
解
ら
な
い
―
つ
の

力
が
あ
る。

私
の
祈
祷
は、

そ
の
國
を
思
浮
か
べ
て、

そ
の
力
に
人
々
の

ま
た
自
分
の
静
か
な
幸
福
を
祈
る
こ
と
で
あ
る
の
み
な
ら
ず、

私
の
創
作

は
凡
て
此
心
の
國
か
ら
生
れ
る。

（「
耀
集
室
よ
り」
「
科
學
と
文
藝」、

大
六
•

三）

し
か
し、

故
撼
は
彼
に
と
っ
て、
〈
再
び
蹄
る
こ
と
の
出
来
な
い
と
こ
ろ〉

（
「
石
井
村
島
田」

前
掲）

で
あ
り、
〈
再
び
達
し
難
き
築
園〉
（「
故
園
の
情」

『
都
新
間
j

昭
九
•

四）

で
あ
っ
て、

い
わ
ば
帰
還
不
能
の
田
園
な
の
で
あ

る。

彼
は
「
現
実
の
故
郷」

を
捨
て
て、
「
心
の
故
郷」

を
求
め
続
け
る
こ

と
に
決
心
し
た
の
で
あ
る。

四、
「
蟹
と
遊
ぶ」

の
ふ
し
ぎノス

9
ル
リ
ア

こ
う
し
た
「
心
の
故
郷」

へ
の
思
慕
を
具
象
化
し
た
作
品
が、

小
説
「
蟹

と
遊
ぶ
」

で
あ
る。

そ
れ
は
陶
淵
明
の
「
桃
花
源
の
記」

を
踏
ま
え
て
作
っ

た
と
思
わ
れ
る。

「
帰
去
来
の
辞」

が
掏
淵
明
の
「
田
園
詩
人」
「
隠
逸
詩
人」

と
し
て
の
代

表
的
側
面
が
描
か
れ
た
作
品
だ
と
す
る
な
ら、
「
桃
花
源
の
記」

は
東
洋
の

ュ
ー
ト
ビ
ア
・

理
想
郷
の
表
現
で
あ
る
桃
源
螂
の
梧
源
と
な
っ
た
作
品
と
し

て
名
高
い
。

掏
淵
明
は
晩
年
に
有
名
な
散
文
「
桃
花
源
の
記」

を
書
き、

長

い
問
そ
の
胸
中
に
温
め、

慕
い、

そ
し
て
希
求
し
つ
づ
け
た
真
実
の
人
間
の

生
活
の
あ
る
社
会
を、

簡
潔
で
抑
制
の
き
い
た
紐
致
で
描
い
て、

ユ
ー
ト
ビ

ア
社
会
を
表
現
し
た
の
で
あ
る。

あ
ら
す
じ
は
こ
う
で
あ
る。

晋
の
太
元
の
こ
ろ、

武
陵
源
の
漁
夫
が
川
に
舟
を
浮
か
べ
て
す
す
む
う
ち、

突
然、

桃
の
花
の
咲
き
そ
ろ
う
林
に
出
た。

両
岸
に
桃
の
花
が
咲
き
誇
り、

花
ぴ
ら
が
は
ら
は
ら
舞
っ
て
い
る。

林
は
水
源
で
尽
き‘
―
つ
の
山
と
ほ
ら

穴
が
あ
っ
た。

＜
ぐ
り
抜
け
る
と
か
ら
り
と
開
け
た
土
地
が
あ
り、

美
し
い

田
や
池
が
ひ
ろ
が
っ
て
い
る。

村
人
は
戦
乱
の
こ
と
も
時
代
の
移
り
変
わ
り

も
知
ら
ず、

平
和
に
移
ら
し
て
い
た。

漁
夫
は
歓
待
さ
れ、

数
日
逗
留
し
て

帰
り、

太
守
に
か
く
か
く
し
か
じ
か
と
話
し
た。

太
守
は
漁
夫
に
人
を
つ
け

て
そ
こ
へ
行
か
せ
よ
う
と
し
た。

し
か
し
も
は
や
そ
の
道
を
見
つ
け
る
こ
と

が
で
き
ず、

そ
の
後
も
そ
の
地
を
訪
れ
る
も
の
は
な
か
っ
た。

こ
の
散
文
は
美
し
い
想
像
の
世
界
で
あ
り、

情
勢
が
激
動
す
る
時
代
に

人
々
が
安
定
し
た
社
会
へ
撞
れ
る
気
持
ち
を
表
す
も
の
で
あ
る。

桃
源
郷
の

物
語
と
し
て、

あ
る
い
は
別
世
界
物
語
の
香
り
高
い
弔
矢
と
し
て
も、

世
界

の
文
学
史
上
で
最
も
早
い
到
達
を
示
し
て
い
る。

陶
淵
明
の
描
い
た
「
桃
源
郷」

は、

桃
の
花
咲
く
水
源
の
奥
の
密
か
な
土

地
で
あ
り、

こ
の
世
と
は
別
の
世
界
で
は
な
く、

こ
の
世
に
対
し
て
は
入
り

口
を
開
い
て
い
る
が、

そ
こ
へ
の
再
訪
は
不
可
能
で
あ
り、

ま
た
目
的
を
持

っ
て
追
求
し
た
の
で
は
到
達
で
き
な
い、

い
わ
ば
地
上
の
楽
園
だ
と
い
う
こ

と
で
あ
る。

再
訪
で
き
な
い
の
は、

そ
れ
が
こ
の
世
に
存
在
し
な
い
架
空
の
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土
地
と
さ
れ
る
ト
マ
ス
・
モ
ア
の
ユ
ー
ト
ビ
ア
と
は
違
っ
て、
日
常
生
活
を

基
底
と
す
る
も
の
で、

す
で
に
知
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
た
め
地
上
の
ど
こ

か
で
は
な
く、
心
魂
の
奥
底
に
存
在
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る。

譲
治
の
短
篇
小
説
「
猥
と
遊
ぶ」
（「
文
科」

昭
七・
三）
に
は、
「
桃
花

源
の
記」
と
同
じ
よ
う
な
展
開
が
見
ら
れ
る。

兄
弟
の
い
な
い
三
平
は、
兄
さ
ん
が
ほ
し
く
て
た
ま
ら
な
か
っ
た。
秋
の

初
め
に、
彼
は
不
思
議
な
夢
を
見
て、
兄
さ
ん
と
出
会
っ
た
こ
と
を
拶
想
し

こ。
三
平
は
釣
悼
を
荷
い
で、
魚
の
旅
を
腰
に
ぶ
ら
提
げ
て、

川
岸
を
昇
つ

て
行
き
ま
し
た。
折
々
能
の
中
の
魚
が
バ
タ
ッ
パ
タ
ツ
と
跳
ね
る
の
で、

後
向
き
に
な
っ
て、

草
を
の
け
て
龍
の
中
の
魚
を
覗
き
ま
し
た。
魚
は
何

だ
か
も
の
を
云
ひ
た
さ
う
な
顔
を
し
て
ゐ
ま
し
た。
そ
ん
な
に
も
生
き
生

き
と
し
て
ゐ
る
の
で
す。
三
平
は
話
し
か
け
た
ら
返
事
を
し
た
か
も
知
れ

ま
せ
ん。

そ
の
内
段
々
四
邊
の
景
色
が
不
思
議
に
恩
ひ
出
し
ま
し
た。
見
た
こ
と

も
な
い
底
で
す。
空
が
不
思
議
な
位
蒼
い
の
で
す。
壺
だ
と
い
ふ
の
に、

そ
の
蒼
い
空
に
星
が
キ
ラ
キ
ラ
光
つ
て
ゐ
る
の
で
す。
草
の
色
が
ま
た
不

思
議
な
程
甘
い
色
を
し
て
ゐ
る
の
で
す。
絵
に
描
い
た
や
う
に
浪
い
青
色

で
す。
川
も
段
々
浅
く
な
り
ま
し
た。
川
底
の
砂
が
ま
る
で
黄
色
な
や
う

な
色
を
し
て
居
り
ま
す。
そ
の
上
を
水
が
チ
ョ
ロ
チ
ョ
ロ
流
れ
て
ゐ
る
の

で
す。
そ
こ
を
ま
た
岩
魚
の
や
う
な、
香
魚
の
や
う
な
長
細
い
魚
が
泳
い

で
居
り
ま
す。
い
い
え、
そ
れ
ば
か
り
か
見
れ
ば
遠
く
に
低
い
丘
が
あ
っ

て、
丘
の
中
腹
に
朱
塗
の
塔
が
立
つ
て
居
り
ま
す。
塔
は
五
菰
の
塔
で、

塔
の
後
の
空
に
美
し
い
虹
が
見
え
ま
す。
虹
は
丘
か
ら
丘
ヘ
ク
ッ
キ
リ
と、

丁
度
塔
の
飾
り
の
や
う
に
か
A

つ
て

居り
ま
す。

何
だ
か
是
は
不
思
議
な
隧
だ。
支
那
と
い
ふ
鹿
で
は
な
い
か
し
ら
ん
ー。

と
斯
う

i
-＿
平
は
考
へ
ま
し
た。
（
中
略
）

丘
の
下
に
大
き
な一
枚
の
岩
が
あ
る
の
で
す。
そ
の
下
か
ら
水
が
流
れ

出
て
居
り
ま
す。
そ
れ
が
こ
の
川
の
源
で
す。
そ
の
側
に
桃
の
花
が
咲
い

て
居
り
ま
す。
と
て
も
芙
し
い、
目
の
さ
め
る
や
う
な
桃
の
花
で
す。
そ

の
側
に
水
車
が
廻
つ
て
居
り
ま
す。

水車
の
側
の
棒
の
上
に、
そ
れ
は
美

し
い
一
羽
の
黄
色
な
烏
が
と
ま
つ
て

居り
ま
す。
そ
れ
は
い
つ
迄
も
動
か

ず、
ぢ
つ
と
水
車
の
廻
る
の
を
見
て

居り
ま
す。

や
や
長
い
引
用
で
あ
る
が、
明
る
い
野
の
ひ
ろ
が
り、

漁
夫
の
格
好
を
す

る
三
平
は
一
人
で
野
歩
き
に
浮
き
浮
き
し
た
気
分。
川
を
遡
っ
て
い
く
と、

道
は
し
だ
い
に
奥
へ
奥
へ
と
入
り
込
む。
丘
に
五
菰
の
塔
や
水
車
が
あ
っ
て、

桃
ば
か
り
の
林
に
出
会
う。
そ
し
て、
桃
の
枝
か
ら
枝
へ
行
き
交
う
黄
色
の

烏。
こ
こ
に
は、〈
蒼
い
空〉
〈
月
色
の
草〉
〈
黄
色
い
鄭
寄〉
〈
赤
い
五
菰
塔
〉

〈
桃
の
花〉
そ
し
て
そ
の
背
後
に
立
っ
て
い
る
〈
七
色
の
虹〉
な
ど
ふ
だ
ん

見
か
け
た
風
景
か
ら、
あ
た
か
も
別
世
界
が
開
け
た
よ
う
で
あ
る。

こ
の
作
品
は
素
朴
か
つ
新
鮮
で、
さ
ら
に
〈
支
那
と
い
ふ
虞
で
は
な
い
か

し
ら
ん〉
な
ど
と
あ
る
よ
う
に、
構
造
的
に
も
手
法
的
に
も
「
桃
花
源
の
記
」
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行
け
ぱ
行
く
程
見
た
こ
と
の
あ
る
供
色
で
す。
次
第
次
第
に一
層
面
白

に
通ヽ

？も
の
で
あ
り、
陶
淵
明
の
作
品
を
意
識
し
て
作
っ
た
こ
と
が
明
ら
か

で
あ
ろ
う。
む
ろ
ん、
こ
れ
は
譲
治
が
心
の
底
で
消
逸
超
越
的
な
桃
源
郷
を

憶
憬
し
て
い
た
も
の
で、
こ
れ
か
ら
迷
い
の
な
い
生
活
を
送
ろ
う
と
自
分
に

言
い
聞
か
せ、
無
為
自
然
に
身
を
ま
か
せ
て
生
き
る
こ
と
へ
の
願
望
が
あ
っ

た
に
相
違
な
い。

三
平
は、
そ
こ
で
〈
黒
い
服
に
黒
い
ズ
ポ
ン、
靴
ま
で
小
さ
な
照
い
靴〉

を
し
て
い
る一
人
の
「
支
那」
の
子
ど
も
が
手
品
を
や
っ
て
い
る
の
を
見
た。

彼
は
三
平
の
存
在
に
は
気
づ
い
て
い
な
い
よ
う
で、
〈
い
つ
迄
も
い
つ
迄
も

茶
碗
を
開
け
た
り
伏
せ
た
り〉
し
て
素
早
く
稽
古
を
す
る
が、
そ
の
側
に
〈
箕

黒
の
支
那
服
を
堵
た
大
き
な
支
那
人〉
が
恐
ろ
し
い
様
子
で
じ
っ
と
見
て
い

た。
〈
そ
の
子
供
が
三
平
の
兄
さ
ん
な
の
で
す。
兄
さ
ん
は
幼
い
時
に
支
那

の
手
品
師
に
つ
れ
て
行
か
れ
て、
あ
ん
な
に
支
那
手
品
師
に
な
っ
て
し
ま
つ

て
ゐ
る
の
で
す。
．．．
 可
哀
想
な
兄
さ
ん
ー。〉
と
三
平
は
そ
う
思
っ
た
時、

夢
が
さ
め
た
の
で
あ
る。
全
身
黒一
色
の
「
支
那」
の
子
ど
も
に
真
黒
の
「

支

那」
人
と、
中
国
人
の
子
ど
も
と
中
国
人
が
不
気
味
に
仕
立
て
ら
れ
て、
中

国
に
対
す
る
差
別
的
な
意
識
が
慟
く一
方、
「
黒一
色」
の
背
景
色
は
人
冊

に
内
在
す
る
不
安
定
な
心
の
あ
り
よ
う
の
象
徴
的
表
現
と
受
け
止
め
ら
れ、

厳
し
い
現
実
の
中
で
歪
め
ら
れ
た
子
ど
も
の
心
理
を
反
映
す
る
の
で
あ
る
。

春
の
初
め
の
あ
る
日、

三
平
は
釣
竿
を
も
っ
て
鯰
を
釣
り
に
出
か
け
た。

―
つ
の
橋
の
上
で
彼
は
夢
で
見
た
の
と
そ
っ
く
り
の
景
色
を
目
に
し
た。

く
な
り
ま
し
た。
一
番
終
り
ま
で
行
っ
た
ら、
ど
ん
な
に
面
白
い
虞
へ
出

る
で
せ
う。
と
て
も
榮
し
い
こ
と
が
待
っ
て
ゐ
る
や
う
で
す。
（
中
略）

虞
が、
お
や、
こ
れ
は
ど
う
で
せ
う。
彼
方
に
丘
が
あ
り
ま
す。
丘
の

上
に
五
派
の
塔
が
立
つ
て
居
り
ま
す。
そ
し
て
丘
の
下
に
は―
つ
の
大
き

な
岩
が
あ
っ
て、

岩
の
側
で
は
水
車
が
廻
つ
て
居
り
ま
す。
さ
う
で
す。

水
車
が
廻
つ
て
居
り
ま
す。
そ
し
て
岩
の
上
に
は
と
て
も
綺
脱
な
桃
の
花

が
咲
い
て
居
り
ま
す。
桃
の
枝
に
は、
目
白
で
せ
う
か、

罰
斑
で
せ
う
か、

貨
ろ
い
烏
が
と
ま
つ
て
居
り
ま
す。
英
し
い
黄
ろ
い
烏
が
檜
に
描
い
た
や

う
に
ぢ
つ
と
静
か
に
と
ま
つ
て
居
り
ま
す。
．
；
あ
の
時
は
何
だ
か
氣
味

の

悪
い
や
う
な
不
思
議
な
景
色
で
し
た
が、
今
は
演
壺
間、
不
思
謹
な
こ
と

も、

氣
味
の
悪
い
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん。
何
と
な
く
美
し
い
槃
し
い
足
で

す。三
平
は
夢
の
兄
さ
ん
が
「
支
那」
手
品
を
稽
古
し
て
い
た
と
こ
ろ
へ
行
っ

て
み
た
が、
そ
こ
に
は
そ
ん
な
跡
さ
え
な
く、
砂
の
上
に一
っ
穴
が
開
い
て

い
て、
一
匹
の
猥
が
プ
ッ
プ
ツ
泡
を
吹
い
て
い
た。
三
平
は
禁
に
触
っ
て
遊

ぶ
の
に
夢
中
に
な
り、
も
う
兄
さ
ん
の
こ
と
な
ど
を
忘
れ
た
の
で
あ
る。
締

め
く
く
り
は
こ
う
結
ば
れ
る。

虞
が、
座
日
か
ら一
1一
平
は
病
氣
し
て
何
日
も
遊
ぴ
に
出
ら
れ
ま
せ
ん
で

し
た。
そ
の
内
い
つ
の
間
に
か
三
平
は
そ
こ
を
忘
れ
て
居
て、
夏
の
初
め

頃、
ふ
と
そ
こ
の
こ
と
を
思
ひ
出
し
て、
三
平
は
ま
た
釣
椋
を
荷
い
で
家
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を
出
ま
し
た。
然
し、
ど
う
し
た
こ
と
で
せ
う。
村
の
ど
の
方
へ
歩
い
て

行
っ
て
見
て
も、
も
う
そ
こ
へ
行
く
道
が
解
ら
な
く
な
っ
て
居
り
ま
し
た。

空
想
と
い
え
ば
空
想
で
あ
っ
た
が、
久
し
い
前
か
ら
譲
治
の
心
の
地
に
描

か
れ
た
田
園
と
い、
？も
の
が、
自
然
に
そ
う
い
う
形
を
取
っ
て
現
わ
れ
て
き

た
も
の
と
酋
っ
て
よ
か
ろ
う。
こ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
彼
の
田
園
に
対
す

る
深
い
愛
情
が
描
き
だ
さ
せ
た
夢
で
あ
っ
た。

一
篇
の
想
意
は、
た
し
か
に
故
郷
岡
山
の
風
土
自
然
に
根
ざ
し
た
作
者
の

心
象
ス
ケ
ッ
チ
を、
秋・
春
そ
し
て
夏
の
明
る
い
自
然
の
中
に
描
い
て
み
せ

な
が
ら、
陶
漏
明
風
の
情
緒
や
色
調
の
感
じ
を
出
し
た
も
の
で、
精
神
の
高

い
境
地
を
め
ざ
し
て
描
い
た
も
の
で
あ
ろ
う。
自
然
の
中
に
人
生
の
価
値
が

存
在
す
る
こ
と
に、
譲
治
は
気
が
つ
い
た。
こ
の
作
品
は
の
ち
に
譲
治
に
自

然
に
よ
く
調
和
す
る
「
童
心
浄
土」
と
い
う
ぺ
き
子
ど
も
の
世
界へ
飛
ぴ
込

む
こ
と
を
決
意
さ
せ
る‘
―
つ
の
起
盤
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る。

五、

終
わ
り
に

以
上
に
述
べ
た
と
お
り、
譲
治
は
肉
淵
明
の
詩
想
を
吸
収
し、
そ
れ
を
思

わ
せ
る
よ
う
な
作
品
を
次
々
と
書
き
上
げ
た
の
で
あ
る。
し
か
し、
そ
れ
は

単
な
る
模
写
で
は
な
か
っ
た。
「
蟹
と
遊
ぶ」
に
つ
い
て
い
え
ば、
確
か
に

ス
ト
ー
リ
ー
の
展
開
や
話
の
進
め
か
た
が
「
桃
花
源
の
記」
を
土
台
に
し
て

い
る
も
の
の、
そ
の
指
向
す
る
桃
源
郷
の
イ
メ
ー
ジ
は
大
き
く
異
な
っ
て
い

る。
「
桃
花
源
の
記」
の
漁
師
が
目
に
し
た
桃
源
郷
の
イ
メ
ー
ジ
は
「
普
通

I
！

の
世
界
と
断
絶
し
て
自
若
と
し
て
平
和
に
暮
ら
す
人
々
の
様
子」、
す
な
わ

ち
老
子
が
主
張
し
た
理
想
社
会
の
在

り方
で
あ
る
「
小
国
寡
民」
と
い
っ
た

も
の
で
あ
る
の
に
対
し、
「
整
と
遊
ぶ」
の
場
合
は
そ
ん
な
哲
学
的
把
掘
は

な
く、
登
場
人
物
は
三
平一
人
し
か
お
ら
ず、
自
然
以
外
は

何も
描
か
れ
て

い
な
い。
こ
れ
は
自
然
を
友
と
す
る
譲
治
の
心
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
ろ
う。
し

か
も
そ
こ
に
描
か
れ
た
田
園
風
景
は、
ど
こ
の
田
舎
に
で
も
見
ら
れ
る
よ
う

に、
ご
く
平
凡
な
も
の
で
あ
る。
こ
う
し
た
伯
然
と
し
て
屈
託
な
い
自
然
の

中
に
生
き
て
い
く
こ
と
こ
そ
が、
当
時
切
迫
し
た
生
活
に
苦
し
め
ら
れ
て
い

る
譲
治
に
と
っ
て
は
望
ま
し
い
理
想
世
界
の
あ
り
方
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る。
譲
治
の
芸
術
特
徴
と
し
て
第一
に
挙
げ
ら
れ
る
の
は
何
気
な

<
B
常
の
自
然
を
そ
の
ま
ま
描
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が、
大
切
な
の
は
自

然
と一
体
化
し
た
心
態
で
自
然
を
描
写
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る。

と
も
あ
れ、
譲
治
の
主
題
と
し
た
も
の
は
日
常
の
も
の
で
あ
り、
日
常
の

自
然
や
生
活
を
そ
の
ま
ま
作
品
に
し
た。
そ
の
た
め
言
菜
も
平
易
で
あ
り、

誰
に
で
も
理
解
で
き
る
も
の
と
な
っ
た。
そ
し
て
平
易
で
は
あ
る
が、
そ
の

中
に
深
い
哲
理
を
込
め
た
の
で
あ
る。
こ
の
よ
う
な
形
式
は
譲
治
以
前
の
児

庶
文
学
に
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る。
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