




た
の
は、

明
治
三
十
年
頃
の
「
読
売
新
鼎」
で
与
謝
野
の
歌
を
読
ん
で

•
以
来
の
事
で
す。
（
中
略）

人
間
の
暗
黒
面
を
透
察
し
て
は
「
皿�」

に

婦
す
る
こ
と
の
平
静
と、
「
死」
の
消
浄
と
を
想
俊
し
て、

そ
の
肉
酔

の
中
に
自
殺
を
実
際
に
計
っ
た
り
し
た
の
も
其
頃
の
事
で
す。

（「
品
子
歌
話」

大
正
八
年
十
月、

天
祐
社）

自
分
は
幼
い
時
か
ら
動
（
や
や）

も
す
る
と
死
の
不
安
に
殷
は
れ
て
平

生
少
し
の
病
気
も
な
い
他
か
な
身
休
で
あ
り
な
が
ら
却
つ
て
若
死
を
す

る
気
が
し
て
な
ら
な
か
っ
た。
（
中
略）

又
十
七
八
歳
か
ら
後
は
蕗
西

亜
（
ろ
し
や）

の
ト
ル
ス
ト
イ
の
翻
訳
物
な
ど
を
読
ん
で、

結
婚
は
罪

悪
で
あ
る、

人
種
を
絶
や
し
て
無
に
帰
す
る
の
が
人
間
の
理
想
だ
と
云

ふ
様
な
迷
信
が
可
な
り
久
し
い
間
自
分
を
囚
へ
て
居
た。

（「
私
の
貞
操
観」、
「
雑
記
帳
j

所
収、

大
正
四
年
五
月
十
八
日、

金

尾
文
淵
堂）

明
治
三
十
年
は、

品
子
が
短
歌
に
よ
っ
て
自
己
表
現
を
始
め
た
年
で
あ
る
と

し
て
い
る
が、

同
時
に
こ
の
記
述
か
ら
注
目
さ
れ
る
の
は、
「
人
間
の
暗
黒

而
を
透
察
し
て
は
「
無」

に
帰
す
る
こ
と
の
平
惰
と、
「
死」
の
消
浄
と
を

想
像
し
て、

そ
の
陶
酔
の
中
に
自
殺
を
実
際
に
計
っ
た
り
し
た
の
も
其
頃
の

事
で
す」
「
若
死
を
す
る
気
が
し
て
な
ら
な
か
っ
た」
と、
「
死」、
「
無
に
帰

す
る」
と
い
っ
た
内
容
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る。

結
婚
を
罪
悪
と
し
て
忌

避
し、

云�」
と
「
死」

と
の
「
泊
浄」
と
を
志
向
し
て
い
た
と
い
う
の
で

あ
る。
こ
れ
は
歌
の
「
は
か
な
か
る
べ
き」
の
「
は
か
な」

さ
と
も
照
応
し

て
お
り、

ち
ょ
う
ど
「
十
九」
の
頃
の
品
子
が、

恋
愛
と
は
無
緑
の
消
浄、

無
垢
な
る
榜
地
に
あ
っ
た
こ
と
を
回
想
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る。
こ
の
こ

と
か
ら、

歌
中
の
「
白」
の
表
現
は、

恋
愛
の
「
不
迷」
や
「
不
幸」
「
薄

幸」

よ
り
も、
「
紐�」
「
死」
と
い
っ
た
消
浄
な
も
の
を
象
徴
し
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
推
測
で
き
る。

さ
ら
に、
「
班
を
白
く
見
し」
と
い
う
表
現
か

ら
は、

本
来
紫
の
「
部」

を
も
「
白」
と
見
た
と
い
う
こ
と
が
言
え、
一
首

は、

紫
の
迎
に
象
徴
さ
れ
る
「
恋
愛」
と
は
無
緑
の
梢
浄
無
垢
の
心
樟
で

あ
っ
た
こ
と
を
詠
ん
だ
歌
と
解
釈
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か。

「
み
だ
れ
嬰
j

の
「
白」
の
尿
物
を
詠
ん
だ
歌
は
他
に、

53
わ
か
き
小
指
（
を
ゆ
ぴ）

胡
粉
を
と
く
に
ま
ど
ひ
あ
り
夕
ぐ
れ
寒
き
木

巡
の
花

161
こ
こ
ろ
み
に
わ
か
き
唇
ふ
れ
て
見
れ
ば
冷
か
な
る
よ
し
ら
述
の
録

386
消
し
古E
し
さ
は
い
へ
さ
ぴ
し
白
銀
の
し
ろ
き
ほ
の
ほ
と
人
の
集
見
し

53
の
「
胡
粉」
は
白
の
新
料
で、

描
か
れ
る
木
述
が
「
白」
で
あ
る
こ
と
が

わ
か
る
が、
「
ま
ど
ひ」
「
寒
き」

な
ど
の
表
現
と
と
も
に
詠
ま
れ
て
い
る。

161
.
386
は、
「
冷
か」
「
さ
ぴ
し」
と
形
容
さ
れ
て
い
る。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ

も
恋
愛
の
典
趣
が
な
く、

梢
く
高
く、

裔
粘
に
過
ぎ
る
こ
と
を
や
や
否
定
的

に
と
ら
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ、

先
の
加
「
十
九
の
わ
れ・・・」
の
「
白」

の
も
つ
印
象
と
一
致
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う。

そ
し
て、
こ
の
「
白」
と
対
立
的
に
扱
わ
れ
る
色
彩
に
「
紅」

系
の
色
彩

が
挙
げ
ら
れ
る。

5
 

椿
そ
れ
も
栢
も
さ
な
り
き
白
か
り
き
わ
が
罪
問
は
ぬ
色
桃
に
見
る

こ
れ
は
非
前
に
象
徴
的
な
歌
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う。
こ
こ
で
は
「
桃
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色」
に
恋
へ
の
共
感
の
色
合
を
認
め
て
い
る
が、
「
白」
を
高
深
に
過
ぎ
る

も
の
と
し、

自
ら
の
「
罪」
を
難
詰
す
る
色
彩
と
と
ら
え
て
い
る
の
で
あ
る。

．
．
．

 

R土
秤
j

で
は
こ
の
歌
の
「
白
」

を
「
人
間
の
純
深
を
象
徴
し
て
い
る」
と

解
さ
れ
て
い
る
が、

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に、

他
な
ら
ぬ
品
子
自
身
も
恋
愛

に
対
し
て
極
め
て
潔
癖
で、

消
浄
無
垢
な
境
地
を
志
向
し
て
い
た
こ
と
を、

念
頭
に
置
い
て
お
き
た
い。

`
})
の
よ
う
に、
「
白
」

と
「
桃
j

と
を
対
照
的
に
詠
み
込
ん
だ
歌
は
他
に、

魏
歌
に
声
の
う
つ
く
し
か
り
し
旅
人
の
行
手
の
村
の
桃
し
ろ
か
れ
な

が
挙
げ
ら
れ
る。
自
分
の
総
う
旅
人
が
行
く
先
で
恋
に
陥
ら
な
い
で
欲
し
い

と
い
う
心
境
を
詠
ん
だ
も
の
で、
こ
の
「
白
」

も
恋
と
は
無
縁
の
状
態
を
表

現
し
て
い
る。

99
漕
ぎ
か
へ
る
夕
船
お
そ
き
僧
の
君
紅
巡
や
多
き
し
ら
蓮
や
多
き

こ
れ
も、
「
白
j

と
そ
れ
に
対
立
す
る
色
彩
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
が、
「
蓮」

を
詠
ん
だ
歌
に、

160
浮
葉
き
る
と
ぬ
れ
し
袂
の
紅
の
し
づ
く
巡
に
そ
そ
ぎ
て
な
さ
け
教
へ
む

が
あ
る。
こ
の
袂
の
「
紅
の
し
づ
く
」

は、

紅
涙
で
あ
り、

そ
の
紅
で
「
な

さ
け」
を
教
え
る
と
い
う
の
で
あ
る
が、
こ
の
「
な
さ
け
」

は、

人
と
し
て

の
梢
愛、
さ
ら
に
は
先
の
「
桃
」

と
同
じ
く
恋
を
知
る
梢
趣
と
解
さ
れ
る。

そ
れ
を
ふ
ま
え
た
上
で、
99
の
歌
を
見
る
と、
「
紅
迎
」

に
象
徴
さ
れ
る、

本
来
消
浄
の
身
で
あ
る
べ
き
「
俯
の
君」
に
は
ふ
さ
わ
し
か
ら
ざ
る
「
な
さ

け
」

と、
「
し
ら
述」
に
象
徴
さ
れ
る
俯
ら
し
い
「
消
浄
無
垢」

な
心
境
と

の
比
爾
の
如
何
を
問
い
か
け
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
る。

同
様
の
例
で、
こ
れ

は
二
首
の
配
列
か
ら
解
釈
出
来
る
の
だ
が、

135
春
は
た
だ
盃
に
こ
そ
注
ぐ
ぺ
け
れ
智
総
あ
り
額
の
木
迎
や
花

^
13
)
 

こ
れ
は
後
に
下
句
を
「
智
慈
あ
り
が
ほ
の
白
木
巡
（
は
く
も
く
れ
ん）

よ」

と
改
作
さ
れ
て
お
り、

134
わ
が
春
の
二
十
姿
と
打
ぞ
見
ぬ
底
く
れ
な
ゐ
の
う
す
色
牡
丹

と
同
時
に
発
表
さ
れ、
「
み
だ
れ
髪
l

中
で
も
二
首
は
前
後
し
て
配
列
さ
れ

-

M)

て
い
る。
「
底
く
れ
な
ゐ」
と
い
う
表
現
に
は、

従
来
の
解
釈
に
あ
る
よ
う

に
「
己
が
詑
姿」
と
い
う
容
貌
に
と
ど
ま
ら
ず、
「
く
れ
な
ゐ
」

の
象
徴
性

か
ら
解
釈
す
る
な
ら、

心
底
深
く
恋
の
情
趣
を
た
た
え
て
い
る
こ
と
が
表
現

さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か。
そ
し
て、
135
の
「
白
木

-
5
 

巡」
に
「
恋
を
知
ら
な
い
朴
念
仁
の
冷
た
さ
」

を
象
徴
さ
せ
る
と
す
る
な
ら、

白
木
迎
に
は、

寒
々
と
し
て
疎
遠
な
印
象
を
受
け、

逆
に
紅
は、

美
し
い
自

賛
の
姿
を
見
る
と
い
う
よ
う
に、

色
彩
の
象
徴
性
か
ら
こ
の
二
首
を、

対
と

し
て
と
ら
え
ら
れ
る
の
で
あ
る。
ま
た、

先
に
「
白
」

の
用
例
で
も
示
し
た、

53
の
「
わ
か
き
小
指
（
を
ゆ
ぴ）

胡
粉
を
と
く
に
ま
ど
ひ
あ
り
夕
ぐ
れ
寒
き

木
述
の
花」
の
「
ま
ど
ひ」
の
心
境
が
よ
り
明
ら
か
に
な
り、

消
廉
に
過
ぎ

る
対
象
へ
の、

恋
を
知
る
者
の
疎
ま
し
さ
や
戸
惑
い
を
読
み
取
る
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ
う。

135
で
は、
「
白
木
迎」
を
「
智
慈
あ
り
頗」
と
椰
楡
す
る
よ
う
に
詠
ん
で

い
た
が、
こ
の
「
智
慈
」

と
い
う
領
域
と
は
対
立
す
る
「
紅
」

を
示
し
た
歌

が
あ
る。

加
入
り
も
行
け
智
慈
の
宮
ぞ
と
さ
す
神
に
い
ら
へ
ま
つ
ら
で
赤
き
花
摘
む
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が
そ
れ
で
あ
る。
こ
れ
は
後
の
改
作
だ
が、
も
と
の
歌
は、
「
み
ど
り
な
る

-
3

は
学
び
の
宮
と
さ
す
神
に
い
ら
へ
ま
つ
ら
で
摘
む
夕
す
み
れ」
で
あ
る。
こ

こ
で
は
符
愁
は
緑
に
象
徴
さ
れ、
そ
れ
と
は
対
立
す
る
イ
メ
ー
ジ
と
し
て

「
す
み
れ」
と
「
赤
き
花」
が
同
格
に
扱
わ
れ
て
い
る。
な
お、
先
に
も
示

し
た
「
か
く
て
な
ほ
あ
く
が
れ
ま
す
か
其
善
美
わ
が
手
の
花
は
く
れ
な
ゐ
よ

君」
も、
「
哀
善
美」
と
い
う
全
き
も
の
に
「
く
れ
な
ゐ」
の
花
が
対
比
さ

れ
て
お
り、
右
と
類
似
し
た
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
よ
う。
「
紅」
の
内
で
も、

こ
の
よ
う
に
紅
の
「
花」
は
特
に
楳
り
返
し
詠
ま
れ
た
素
材
で
あ
る。

2
歌
に
き
け
な
誰
れ
野
の
花
に
紅
き
否
む
お
も
む
き
あ
る
か
な
春
罪
も
っ

子

一
首
は、
後
に
「
く
れ
な
ゐ
を
を
誰
れ
野
の
花
に
否
む
ぺ
き
恋
の
心
を
誰
れ

-
17)
 

な
じ
る
ぺ
き」
と
改
作
さ
れ
て
い
る
の
だ
が、
こ
こ
で
も
「
く
れ
な
ゐ」
と

「
恋
の
心」
は
同
格
に
扱
わ
れ、
色
彩
の
中
で
も
「
紅」
に
「
恋」
が
象
徴

さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る。
他
に
も、

.
68
乳
ぶ
さ
お
さ
へ
神
秘
の
と
ば
り
そ
と
け
り
ぬ
こ
こ
な
る
花
の
紅
ぞ
淡
き

102
夏
花
の
す
が
た
は
細
き
く
れ
な
ゐ
に
炭
昼
い
き
む
の
恋
よ
こ
の
子
よ

lll
紅
に
名
の
知
ら
ぬ
花
さ
く
野
の
小
道
い
そ
ぎ
た
ま
ふ
な
小
傘
の一
人

な
ど
に
見
ら
れ
る
よ
う
に、
紅
の
花
は、
枡
出
し
て
お
り、
68.
102
の
用
例

か
ら
も
「
恋」
の
象
徴
と
読
み
取
る
こ
と
が
出
来
る
と
思
う。
そ
の
上
で
読

め
ぱ、
lll
も、
実
蛾
と
い
う
よ
り
は
恋
の
情
趣
に
思
い
を
と
ど
め
よ
と
呼
ぴ

掛
け
て
い
る
趣
向
と
陪
釈
さ
れ
る。

な
お、
紫
の
用
例
に
つ
い
て
は、
先
の
「
き
け
な
神
恋
は
す
み
れ
の
紫
に

ゆ
ふ
ぺ
の
春
の
讃
嘆
の
こ
ゑ」
が
あ
り、
ま
た、

273
紫
の
わ
が
枇
の
恋
の
あ
さ
ぽ
ら
け
諸
手
の
か
を
り
追
風
な
が
き

に
見
ら
れ
る
よ
う
に、
紅
と
同
様
に
紫
も、
恋
を
象
徴
す
る
色
彩
と
し
て
扱

わ
れ
て
い
る。
さ
ら
に、

67
紫
の
理
想
の
栞
は
ち
ぎ
れ

／＼‘
仰
ぐ
わ
が
空
そ
れ
は
た
梢
え
ぬ

こ
の
一
首
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に、
「
理
想」
を
象
徴
す
る
色
彩
と
し
て
の

特
徴
が
あ
げ
ら
れ
る。

色
彩
と
し
て
は
紅
で
あ
る
「
血」
の
例
に
お
い
て
も
そ
う
で
あ
る。

88
恋
か
血
か
牡
丹
に
尽
き
し
春
の
お
も
ひ
と
の
ゐ
の
宵
の
ひ
と
り
歌
な
き

「
恋
か
血
か」
と
歌
わ
れ
る
よ
う
に、
こ
れ
も
「
恋」
を
象
徴
し
て
い
る
と

椎
察
さ
れ
る。
さ
ら
に、
「
血」
は
多
く
「
春」
と
と
も
に
詠
ま
れ、
「
春」

の
語
の
な
い
も
の
も
「
わ
か
さ」
と
い
う
こ
と
が
詠
み
込
ま
れ、
い
ず
れ
も

c"
｝

恋
愛
滸
歌
の
趣
の
も
の
が
多
い。
な
お、
「
春」
の
象
徴
性
に
つ
い
て
は、

15
春
の
国
恋
の
御
国
の
あ
さ
ぽ
ら
け
し
る
き
は
嬰
か
梅
花
の
あ
ぶ
ら

34
春
よ
老
い
な
藤
に
よ
り
た
る
夜
の
採
殴
ゐ
な
ら
ぶ
子
ら
よ
束
の
間
老
い

71
ひ
く
袖
に
片
笑
も
ら
す
春
ぞ
わ
か
き
朝
の
う
し
ほ
の
恋
の
た
は
ぷ
れ

な
ど
の
例
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に、
34.
71
に
見
ら
れ
る
老
い
と
は
対
局
に

あ
る
「
わ
か
さ」
「
宵
存」、
ひ
い
て
は
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
「
恋」
と
い
う

こ
と
が
15
の
よ
う
に
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る。

以
上
の
内
容
を
ま
と
め
て
み
る
と、
「
＋
九」
の
頃
の
品
子
が
そ
う
だ
っ

た
よ
う
に、
中llf
浄
無
垢
の
「
白」
が
あ
る一
方
で、
「
白」
は、
恋
の
梢
趣

な
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を
解
さ
な
い
こ
と
の
象
徴
と
し
て
も
扱
わ
れ、
否
定
的
に
も
と
ら
え
ら
れ
て

い
る。
逆
に、
恋
の
情
趣
を
象
徴
す
る
色
彩
は、
「
紅」
「
紫」
で
あ
る。

「
紅」
の
「
花」
や
「
紅」
の
「
血」
に
象
徴
さ
れ、
「
白」
に
象
徴
さ
れ

る
「
智
愁」．
や
「
其
善
美」
な
ど
と
も
対
立
す
る
も
の
が、
「
恋」
の
惜
趣

と
と
ら
え
ら
れ
て
い
るc
か
つ
て
「
紫」
の
部
を
さ
え
「
白」
と
感
じ
て
い

た
無
垢
の
境
地
か
ら、
一
転、
恋
の
色
彩へ
の
変
化
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ、

そ
し
て一
旦
そ
の
恋
愛
の
興
趣
に
染
ま
る
や、
も
は
や
「
白」
の
高
潔
は
堪

え
難
い
も
の
に
なっ
た、
と
い
う
流
れ
が、
「
み
だ
れ
嬰」
と
い
う
歌
群
の
色
彩

用
語
の
象
徴
性
を
把
拙
す
る
こ
と
で
と
ら
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か。

次
の
歌
は、
そ
の
よ
う
に
無
垢
の
「
白」
が、
恋
の
郎
趣
の
色
彩
へ
「
染

ま
っ
た」
こ
と
を
端
的
に
表
現
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
例
で
あ
る。

渕
県
の
世
の
む
く
の
し
ら
ぎ
ぬ
か
ば
か
り
に
染
め
し
は
誰
の
と
が
と
お
ぼ

泊
廉
況
白
の
で
し
ら
ぎ
ぬ」
を
染
め
た
の
は
他
な
ら
ぬ
こ
の
歌
の
受
手
だ
と

い
う
趣
旨
で
あ
る。
「
し
ら
ぎ
ぬ」
に
喩
え
ら
れ
る
よ
う
な
恋
愛
の
肌
趣
と

は
無
縁
の
身
か
ら、
「
恋」
の
彩
り
を
知
る
よ
う
に
な
っ
た
と
よ
む
こ
と
が

で
き
る。
こ
の
「
白」
が
「
染
ま
る」
こ
と
を
表
現
し
た
も
の
に、
も
う一

首、233
わ
か
き
子
が
乳
の
香
ま
じ
る
春
雨
に
上
羽
を
染
め
む
白
き
鳩
わ
れ

先
に
ふ
れ
た
よ
う
に、
「
邪」
は
「
紅」
「
紫」
と
と
も
に
表
現
さ
れ
る
こ
と

も
多
く、
恋
に
ま
つ
わ
る
季
節
で
あ
る。
こ
れ
も
「ポ
IJ

春」
ひ
い
て
は

「
恋」
そ
の
も
の
を
象
徴
す
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い。
白
き
鳩
は

す
ぞ

「
わ
れ」、
自
分
で
あ
る
と
い
う。
「
む
く
の
白
絹」
同
様、
春
雨
ー
お
そ
ら

く
は、
恋
の
梢
感
に、
白
い
羽
ー
そ
れ
ま
で
の
梢
浄
の
心
を
染
め
て
い
く
姿

で
あ
ろ
う。

-
g

品
子
が
影
靱
を
受
け
た
と
い
う
湖
田
泣
班
の
新
体
詩
に
は、
「
む
す
べ
ば

悲
し
や、
わ
が
涙
の
／
柑
紅
な
る
色
に
し
み
て。
／
其
玉
手
さ
し
か
へ
眠
る

-
g)

夜
半
の
／
乱
る
る
髪
を
も
染
め
ぬ
べ
き
に」
（「
浴
笛
集」）
と
あ
り、
黒
嬰

を
紅
涙
が
染
め
る
と
い
う一
見
い
か
に
も
品
子
好
み
で
摂
取
し
や
す
い
趣
向

が
あ
る
の
だ
が、
「
み
だ
れ
嬰」
に
お
け
る
「
染
む」
の
用
例
は、
特
に

「
白
l

の
印
象
と
と
も
に
詠
ま
れ
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ

-
21-

｀
つ

以
上
の
こ
と
か
ら
繰
り
返
し
に
な
る
が、
「
み
だ
れ
嬰」
に
お
け
る
「
白」

に
は
梢
浄
無
垢
も
象
徴
さ
れ
て
い
る
が、
一
且
そ
れ
と
は
対
立
す
る
「
紅」

「
紫」
の
恋
の
梢
趣
に
染
ま
っ
た
立
楊
か
ら
は、
高
深
で
は
あ
る
が、
す
さ

ま
じ
き
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
「
白」
の
染
徴
性
が
生
じ
て
く
る
と
考

え
ら
れ
る。
こ
の
流
れ
の
原
点
と
し
て
最
初
の
「
し
ろ
す
み
れ
桜
が
さ
ね
か

紅
梅
か
何
に
つ
、
み
て
君
に
送
ら
む」
を
改
め
て
眺
め
る
と、
「
し
ろ
す
み

れ」
で
あ
る
無
垢
の
心
に、
い
か
な
る
色
彩
（
紫、
紅）
を
ま
と
わ
せ
よ
う

か、
と
沿
浄
な
心
の
恋
の
梢
趣
へ
の
撞
れ
の
気
分
を
詠
ん
だ
も
の
と
読
む
こ

と
も
可
能
に
な
る。

最
後
に、
「
み
だ
れ
要」
を
特
徴
づ
け
る
色
彩
語
が
多
用
さ
れ
た
こ
と
の
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背
漿
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
お
き
た
い
。

品
子
の
歌
の
師
で
あ
る、

与
謝
野
鉄
幹
と
の
影
g盈
関
係
が
考
え
ら
れ
る。

鉄
幹
は、

そ
れ
ま
で
の
「
ま
す
ら
を
ぶ
り」
と
い
わ
れ
る
「
丈
夫
潤」
を
標

榜
し
た
歌
風
を
一
転
し
て、

明
治
三
十
四
年
四
月、
「
恋
の
均
酔
と
感
激」

「
浪
没
的
精
神
の
裔
揚」

を
主
俎
と
し
た、

そ
の
俎
も
「
紫」
と
い
う
第
四

(
22)
 

詩
文
集
を
刊
行
し
た。

そ
の
中
の
色
彩
用
語
の
用
例
に
は
次
の
よ
う
な
も
の

-
g

が
あ
る。

73
お
く
つ
き
に
ふ
さ
は
む
色
の
ま
し
ろ
き
に
さ
け
よ
と
思
ふ
花
す
み
れ
草

135
君
に
問
ふ
を
忘
れ
て
ゐ
た
り
紫
と
く
れ
な
ゐ
何
れ
恋
に
ふ
さ
へ
る

213
わ
が
歌
は
芙
蓉
の
し
ろ
き
梅
の
消
き
恋
は
す
み
れ
の
紫
を
こ
そ

98
紫
の
黄
裳
に
う
つ
る
し
ば
ら
く
は
然
と
な
づ
く
な
高
き
高
き
思

240
ゑ
ん
じ
色
に
人
は
袂
を
染
め
な
れ
て
ま
だ
し
と
云
ひ
ぬ
わ
が
沿
紫

右
の
用
例
か
ら、
「
白」
の
梢
ら
か
さ、
「
紫」
「
す
み
れ
の
紫」
「
紅」
の
恋、

そ
し
て
「
紫」
の
紫
に
象
徴
さ
れ
る
「
理
想」
（「
商
き
高
き
思」）、

さ
ら
に

「
み
だ
れ
嬰」

を
最
も
特
徴つ
け
て
い
る
と
思
わ
れ
る
「
ゑ
ん
じ
色」

を
も

「
紫」

に
は
詠
ま
れ
て
い
る
の
が
わ
か
る。
こ
れ
ら
の
歌
の
発
表
年
代
を
間

ぺ
る
と、

そ
れ
ぞ
れ
が
相
前
後
し
て
お
り、
こ
う
し
た
色
彩
に
関
す
る
共
通

認
識
は、

互
い
に
ど
ち
ら
が
先
と
い
う
こ
と
は
な
く
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
も

の
で
あ
る。
こ
れ
は、
「
明
星
j

の
活
動
の
中
で
の
鉄
幹
・
品
子
を
は
じ
め

と
す
る
歌
人
た
ち
と
の
影
卿
関
係
で
生
じ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る。

そ
れ
で
は、
「
恋」
の
情
趣
を
象
徴
す
る
色
彩
が
な
ぜ、
「
紫」
「
紅」
で

あ
っ
た
の
か。

そ
の
根
拠
と
し
て
考
え
ら
れ
る
可
能
性
を
い
く
つ
か
挙
げ
て

み
た
い
。

同
時
代
の
絵
画
の
潮
流
と
の
関
辿
と
し
て、

黒
田
泊
郎
に
代
表
さ

れ
る
印
象
派
に
学
ん
だ
絵
を
描
い
た
一
派
は、
「
紫
派」
と
呼
ば
れ
て
い
た

が、

そ
れ
は
彩
を
黒
で
は
な
く
紫
で
表
現
す
る
こ
と
か
ら
命
名
さ
れ
た
呼
称

で
あ
っ
た。
「
み
だ
れ
要」

に、

影
を
紫
と
表
現
し
た、

58
紫
に
小
ヰ
が
上
へ
影
お
ち
ぬ
野
の
春
か
ぜ
に
嬰
け
づ
る
朝

が
あ
る
の
が
想
起
さ
れ
る。
「
明
星」

は、

絵
画
の
紹
介
や
評
論
な
ど
も
掲

載
し、

芸
術
の
総
合
誌
の
趣
を
呈
し
て
い
た。
「
み
だ
れ
嬰
j

に
も、

355
恋
と
云
は
じ
そ
の
ま
ぽ
ろ
し
の
あ
ま
き
拶
詩
人
も
あ
り
き
画
だ
く
み
も

珈
ひ
と
年
を
こ
の
子
の
す
が
た
絹
に
成
ら
ず
画
の
節
す
て
て
詩
に
か
へ
し

君

詩
人
と
画
家
を
等
価
に
扱
い、

絵
画
も
詩
も
代
替
可
能
な
表
現
手
段
と
し
て

い
る
例
が
み
ら
れ
る。

品
子
の
意
識
の
中
で
も、

絵
画
と
詩
歌
の
距
離
が
近

か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る。
こ
の
こ
と
は、
「
み
だ
れ
貶」

に、

色
彩
と
い

う
絵
画
的
な
要
紫
が
駆
使
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
も
無
緑
で
は
な
さ
そ
う
で
あ

る。そ
し
て、
「
紫
と
紅
は
日
本
人
の
心
の
色
と
も
い
え
る
伝
統
的
愛
好
色
で

あ
る」
こ
と
も
指
摘
さ
れ
る
ぺ
き
だ
ろ
う。
「
そ
れ
が
祁
位
と
窟
の
し
る
し

で
あ
っ
た
古
代
で
は
上
培
階
級
占
有
の
色
で
あ」

り、

紫
紅
は
江
戸
期
の
庶云）

民
の
憧
れ
で
あ
っ
た
が、

そ
の
使
用
が
禁
じ
ら
れ
る
「
禁
色」
で
も
あ
っ
た。

Ce)
 

そ
の
禁
の
解
か
れ
た
明
治
期
に
も
そ
の
頼
向
は
あ
ら
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な

か
ろ
う
か。

実
際、

当
時
の
色
彩
の
流
行
と
し
て、

先
に
も
引
用
し
た
「
明

あ
り
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星
j

創
刊
号
の
「
色
彩
の
嗜
好」
に、
「
予
に
一
友
あ
り。
そ
の
性
極
め
て

紫
を
愛
す」
と、
紫
に
執
洛
し
た
友
人
の
例
が
語
ら
れ、
同
じ
く
泣
雖
が、

「
可
愛
き
人
の
結
べ
る
リ
ポ
ン
の
色
を
見
る
に
つ
け
て
も、
な
っ
か
し
う
見

て
候
へ」
な
ど
と
酋
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も、
当
時
の

婦女
子
の
愛
好
し
た

色
彩
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る。

更
に、
紫
紅
を
克
貨
の
象
徴
と
し
て
扱
う
伝
統
は、
「
源
氏
物
語」
に
代

表
さ
れ
る
王
朝
世
界
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う。
「
み
だ

れ
嬰
j

に
は、
「
源
氏
物
語
l

を
摂
取
し
た
こ
と
が
意
識
的
に
示
さ
れ
て
い

{27)
 

る
歌
は
未
だ
見
ら
れ
な
い
が、

376
た
ま
は
り
し
う
す
紫
の
名
な
し
草
う
す
き
ゆ
か
り
を
咬
き
つ
つ
死
な
む

名3
1

の
よ
う
に
「
紫」
の
縁
語
の
「
ゆ
か
り」
を
取
り
込
ん
だ、
和
歌
の
伝
統
を

ふ
ま
え
た
詠
み
ぶ
り
の
歌
も
あ
る。
今
回
の
用
例
だ
け
で
は、
古
典
と
の
関

係
を
云
々
す
る
こ
と
は
難
し
い
が、
「
春」
ー
「
紫
」

「
紅」
ー
「
恋
の
情

趣」
の
イ
メ
ー
ジ
の
辿
関
は
『
源
氏
物
語」
を
熟
読
し
て
い
た
品
子
に
と
っ

て
受
容
し
易
い
イ
メ
ー
ジ
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る。
さ
ら
に、

「
白」
に
ま
つ
わ
る
「
源
氏
物
語」
の
色
彩
に
つ
い
て
は、
王
朝一
般
の
極

彩
色
に
対
す
る
「
色
な
き
も
の」、
す
な
わ
ち
「
黒

—白
系
列
の
無
彩
色
で

泉
徴
さ
れ
る」
世
界
に、
「
常
套
的
な
美
を
超
え
た
究
極
の
美
を
発
見
し
た」

G3)
 

と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
て
い
る
が、
そ
れ
は
品
子
の
最
晩
年
の
『
白
櫻
梨」

（
昭
和
十
七
年
九
月
刊）
に
お
け
る、

木
の
間
な
る
染
井
吉
野
の
白
ほ
ど
の
は
か
な
き
命
抱
く
春
か
な

に
象
徴
さ
れ
る
透
撤
さ
れ
た
「
白
」

の
境
地
と
或
い
は
通
じ
る
も
の
が
あ
る

か
も
知
れ
な
い
と
考
え
て
お
り、
今
後
の
課
題
と
し
て
検
討
を
加
え
て
ゆ
き

た
い。

＾
使
用
テ
キ
ス
ト
＞

「
定
本
輿
謝
野
品
子
全
集
J

(
昭
和
五
十
四
年
十一
月
1
昭
和
五
十
六
年
十

二
月、
講
談
社）

歌
に
付
し
た
符
用
数
字
の
番
号
は、
右
使
用
テ
キ
ス
ト
本
文
に
お
け
る
歌

番
号、
（
）
内
は
ル
ビ。
旧
字・
異
体
字
は
新
字
に
改
め
た。
尚、
傍
線

は
す
べ
て
引
用
者。

A
注
＞

明
治
四
十
四
年
五
月
の
「
女
子
文
Ifl」
に
お
い
て、
洋
雨
家
の
和
田
英
作
が
「
婦

人
の
作
物
（
さ
く
ぶ
つ）
に
現
れ
た
る
色
彩」
と
題
し
て、

閏
秀
文
学
家
の
作
物
の
う
ち
か
ら、
色
の
研
究
を
し
て
見
た
ら
面
白
か
ら
う
と
思

つ
て
ゐ
る
が、
夫
人
（日皿
子）
の
歌
か
ら
必
ず
面
白
い、
い
ろ
い
ろ
の
研
究
が
III

来
る
だ
ら
う
と
侶
じ
て
ゐ
る。
（
中
略）
夫
人
の
歌
に
は
（
中
略〉
日
に
映
じ
た

も
の
を
其
ま
ま
描
き
出
し
た
色
以
外
に、
深
さ
と
細
か
さ
と、
且
複
雑
の
趣
味
性

か
ら
選
ん
だ
而
白
い
湖
子
の
色
が
現
れ
て
ゐ
る
の
は
事
実
で
あ
る。

と
品
子
の
歌
の
色
彩
の
多
様
性
を
早
く
か
ら
指
摘
し
て
い
る。

2

小
林
英
夫
「「
み
だ
れ
嬰」
の
構
造」
（「
八
公i」
昭
和
二
十
二
年
十
月、
初
出
／

「
日
本
文
学
研
究
沢
科
叢
け
近
代
短
歌」
布
精
堂、
所
収〉

3

小
田
切
秀
雄
「『
み
だ
れ
嬰」
論
ー
近
代
短
歌
史
の
栄
光」
（「
万
菜
の
伝
統
j

附

和
四
十
三
年
七
月一
五
日
講
談
社、
初
出
／
薪
文
芸
益
本
与
紺
野
品
子
l

＿
九
九
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ご生ハ
月
十
E 、
ihI
出
瑚
房
新
社 、
所
収）

4

it
2
に
同
じ。

5

注
2
を
参
考
に 、
Ill
例
数
を
示
す
（
小
林
氏
の
用
例
数
は
歌
集
途
中
ま
で
の
集
計

で
あ
る） 。

＾
〉
内
は 、
歌
集
に
お
け
る
用
柄
の
殺
記 、
（
）
は 、
用
栢
の
説
み
を
示
す 。

0
白
＾
白
し 、
し
ろ
し
／
白
ー 、
し
ら
1
ー日

柑 、
白
百
合 、
白
述 、
白
萩 、
白
猥 、

し
ら
ぎ
ぬ 、
な
ど〉
ー

四一
例 。

0
紅
＾
紅
（
あ
か）
し
／
紅・（
あ
け〉
／
紅 、
く
れ
な
ゐ
／
紅
（
ぺ
に）
／
紅
i
—

紅

梅 、
紅
述 、
紅
芙
毬
—

三
三
例 。
0
紅
系
の

色ー
・

緋
ー一

例 。
・

淡
紅
色 、
と

き
い
ろ
ー

ニ
例 。
·

匹
脂 、
胚
脂

色ー
ニ
例 。

0
紫
＾
紫 、
む
ら
さ
き
／
ほ
の
む
ら
さ
き
／
う
す
紫 、
う
す
む
ら
さ
さ
／
こ
む
ら
さ
き

／
む
ら
さ
き
I
I

む
ら
さ
き
紺〉
ー

十
六
例 。
．

庄
脂
紫 、
ゑ
ん
じ
む
ら
さ
き
—――

例 。
•

黒
〈
黒
し

／
薄
黒
し
／
馬
I
I

m複 、
く
ろ
嬰 、
慇
百
合〉
—

九
例 。

•
水
色
＾
水
色 、
み
づ
い
ろ
／
浅
水
色〉
I

四
例 。
・

行
〈
胄
し
／
i

W
I
ー

紺
符 、

，
済
只〉
ー

四
例 。

•
あ
を
（^
掬）
あ
を
し

／
あ
を
あ
を〉
ー

ニ
例 。
・

緑
〈
緑 、
み
ど
り〉
1

三
例 。

．

翡
＾
浅
貨
ー一

例 。
・

黄
＾
111
1
|

jIt
笞
ー一

例・
金
〈
金
1

よ
糸 、
金

色
ー

ニ
例 。

・
や
ま
ぶ
き
＾
や
ま
ぶ
き
1
ー

や
ま
ぶ
き
が
さ
ね〉
ー一

例 。

6

ド
ナ
ル
ド・
キ
ー
ン
「
与
謝
野
品
子」
（
「放
j

一
九
七
七
年
四
月 、
初
出
／
「
群

像
日
本
の
作
家
6

与
甜
野
品
子」 、
一
九
九
二
年
四
月
十
日
／
小
学
館 、
所
収）

？

「
群
像
日
本
の
作
家
6

与
甜
野0皿
子
j

所
収 。

8

明
:i;IIJ
十
四
年
十
月 、
叫
Jjl
柑
院
Tll o
箪
省
は
黒
瑶
子
（
こ
く
ど
う
し）
の
若
名

で
あ
る
が 、
こ
れ
は 、
IJl
ifj-1-
+＝一
年 、
京
京
新
詩
社
に
入
社
し
た
平
出
修
の
覧
名

で
あ
る 。

9

本
税
で
は 、
逸
兄
久
美
「
み
だ
れ
嬰
全
楳
l

（
平
成
三
年
七
月一
日
改
訂
再
版 、

八
木
柑
店）
―
-
八
頁
よ
り
引
用
L
た 。
本
文
引
用
箇
所
は 、
「
と
て
も
卒
創
の
時 、

混
乱
の
時
代
で
あ
る
か
ら
に
は 、
息
ひ

／＼
に
創
意
を
出
し
発
明
を
心
掛
け
た
方
が 、

斯
道
の
為
で
も
あ
り 、
和
歌
か
ら
新
体
詩
に
移
る一
陪
段
と
し
て
の
研
究
に
必
要
で

も
あ
る
と
伯
ず
る」
以
下
に
絞
く 。

10

鈴
木
敬
三
編
「
布
粒
故
尖
大
辞
典」
（
平
成
八
年一
月
十
B 、
吉
川
弘
文
釣）

11

注
9
に
同
じ 。
以
下
「
全
楳」
と
省
略 。

12

佐
竹
徳
彦
「
全
符
み
だ
れ
嬰
研
究J
(
昭
和
三
十
二
年
十一
月
二
十
日 、
昭
和
三

十
五
年
五
月
五
□

重
版 、
布
肌
堂）

13

改
造
社
版
「
輿
甜
野
品
子
全
集」
（
昭
和
八
ー

九
年
刊）

M

「
日
本
の
特
歌
4
与
紺
野
鉄
幹
与
紺
野
而
子
若
山
牧
水
吉
井
勇
J

(
昭
和
五

十
四
年
二
月
二
十
日
新
訂
版 、
中
央
公
論
社）
の
脚
注
に
は 、
こ
の
二
甘
は
「
博
紅

色
の
牡
外
に
は 、
[H
在
の
己
が
艶
姿
を
見
川
し
て
自
賛
し 、
反
対
に
白
木
巡
に
は
朴

念
仁
の
冷
た
さ
を
誹っ
て
い
る」
と
肝
さ
れ
て
い
る 。

15

注
14
に
同
じ 。

16

新
湖
社
版
「nm
子
短
歌
全
集J
(
大
正
八
ー

九
年
刊）

17

注
16
に
同
じ 。

18

「
み
だ
れ
嬰」
「
血」
「
血
汐」
「
血
し
ほ」
の
用
例
十
五
打
の
う
ち 、
「
春」
の
詠

ま
れ
て
い
る
も
の
八
iu 、
「
わ
か
きJ
「
若
き」
が
詠
ま
れ
て
い
る
も
の
が
三
首
あ
る 。

n

「
私
は
特
が
解
る
よ
う
に
な
っ
て
屈
な
が
ら 、
ま
た
相
当
に
日
本
絣
を
多
く
知
り

な
が
ら
表
現
す
る
所
は
泣
部
氏
の
甘
袋
使
い
で
あ
り 、
藤
村
氏
の
校
倣
に
過
ぎ
な

か
っ
た」
（
与
謝
野
品
子
自
選
「
与
甜
野
品
子
歌
集」
一
九
四
三
年
十
二
月
十
八
日
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改
版
第一
壻
／一
九
八
五
年
十一
月
十
八
日
防
三
八
副
改
版、
岩
波
文
郎）

•
20

「古心
笛
集J
(
明
治l-l
+-
l
年
十一
月
金
尾
文
潤
堂
／
使
用
テ
キ
ス
ト

雖
全
集
第一
巻
詩
編I
昭
和
十
三
年
十
二
月
三
十一
日、
創
元
社）

21

60
し
ら
墜
へ
歌
ひ
と
つ
染
め
む
ね
が
ひ
に
て
笠
は
あ
ら
ざ
り
き
二
百
里
の
旅

165
誰
が
統
に
染
め
し
扇
ぞ
去
年
ま
で
は
白
き
を
め
で
し
社
に
や
は
あ
ら
ぬ

な
ど
の
例
が
祁
げ
ら
れ
る。

22

逸
凡
久
美

罪
伝・
輿
謝
野
絨
幹
品
子
j

（
昭
和
五
十
年
四
月
十
B、
八
木
由
店）

•

第
二
来。

23

符
Ill
数
字
は、
逸
兄
久
美
「
む
ら
さ
さ
全
釈」
（
昭
和
六
十
年
四
月
十
□、
八
木

柑
店）
に
付
さ
れ
た
歌
集
の
通
し
番
号
に
よ
る。

24

「
日
本
美
術
史
炭
説
増
補
新
版
J

(
平
成
六
年
匹
月
十
日、
吉
川
弘
文
館〉

25

江
戸
時
代
に
な
っ
て
も、
紫・
紅
は
庶
民
に
と
っ
て
相
変
ら
ず
硲
根
の
化
で、
寃

永
二
十
年
（一
六
四一二）
に
「
庄
困、
惣
百
姓
共
衣
類、
紫、
紅
梅
染
致
間
敷
候」

と
槃
じ
ら
れ
て
お
り、
そ
の
槃
令
は
以
後
も
つ
づ
い
て
い
る
が、
の
ち
に
は
そ
れ
を

く
ぐ
る
も
の
も
少
な
く
な
か
っ
た。
し
か
し、
そ
れ
が
出
来
る
の
は
岱
有
な
町
人
で、

庶
民
の
多
く
は
そ
ん
な
研
緑
な
染
色
に
は
手
が
出
な
い。
そ
こ
で、
本
染
の
紫・
紅

梅
よ
り
は
る
か
に
安
価
な
紛
い
染
の
「
似
せ
紫」
や、
「
甚
三
紅
（
じ
ん
ざ
も
み）」

の
染
色
が
創
案
さ
れ、
庶
民
は
こ
れ
で
紫・
紅
へ
の
欲
求
を
沼
足
さ
せ
よ
う
と
し
た。

「^
附
説〉
江
戸
時
代
の
流
行
色
ー
紫
系
と
紅

系ー＇」
（
長
綺
盛
郎
r
日
本
の
側
統

色」
昭
和
六
十
三
年一
月
十
四
日、
i

凩
祁
術
院）

26

「
色
彩
に
も
ま
た―
つ
の
近
代
の
招
放
が
あ
っ
た
の
で
あ
る」
（
梱
IIJ
國
男
「
明

治
大
正
史
世
相
編
新
装
版」
一
九
九――一
年
七
月
十
日`

濾
談
社
学
術
文
庫）

27

品
子
の
第
二
歌
集
「
小
扇」
（
明
治
三
十
七
年一
月
TIJ)
に、
「
宇
治
十
帖」
の
他

界
を
背
散
と
し
た
「
春
の
夜
を
化
物
こ
は
き
小
幡
伏
見
相
ゆ
く
人
に
字
治
は
弐
里
の

＾

 

か

（
岡
山
大
学
文
学
研
究
科）

み
な
こ

岡
山
大
学
文
学
研
究
科
修
士
課
程
二
年）

路」
な
ど
の
例
が
み
ら
れ
る。
「
源
氏
物
語J
彩
籾
下
の
歌
は
そ
れ
以
降
の
作
品
に

も
骰
見
さ
れ、
「
源
氏
物
語
j

の
巻
毎
に
五
十
四
首
を
詠
ん
だ
「
源
氏
物
語
礼
閉」

(r
明
品」
大
正
十一
年一
月）
が
そ
の
代
表
例
で
あ
る。

28

紫
の
ひ
と
も
と
ゆ
ゑ
に
武
蔵
野
の
紅
は
み
な
が
ら
あ
は
れ
と
ぞ
見
る
（「
古
今
集』

八
六
七）

ね
は
見
ね
ど
あ
は
れ
と
ぞ
息
ふ
武
蔵
野
の
露
わ
け
わ
ぶ
る
草
の
ゆ
か
り
を
（「
源

氏
物
餅」
若
紫）

29

伊
瓶
昭
「
源
氏
物
語
に
お
け
る
色
彩」
（「
別
冊
太
賜
j

一
九
七一云一
年
六
月
二
十
五

日
初
版、
平
凡
社）

研
究
室
受
贈
図
書
雑
誌
目
録
口

（
平
成
八
年一
月
ー
十
二
月）

青
山
語
文
（
胄
山
学
院
大
学
日
本
文
学
会）

二
六

旭
川
国
文
（
北
海
道
教
育
大
学
旭
川
校
国
語
国
文
学
会）

一
―

殷
（
山
崎
勝
昭）

一

ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
言
語
文
化
研
究
（

東京
外
国
語
大
学
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ

カ
言
語
文
化
研
究
所）

八
五、
八
六、
八
七

浩
淫
市
谷
崎
潤一
郎
記
念
館
資
料
集
（
芦
屈
市
谷
崎
潤一
郎
記
念
館）

岩
大
語
文
（
岩
手
大
学
語
文
学
会）

四

魚
津
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
（
洗
足
学
園
魚
津
短
期
大
学）
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