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一

堀
辰
雄
と
い
え
ば
、
軽
井
沢
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
代
表
作

に
『
大
和
路
・
信
濃
路
』
が
あ
る
よ
う
に
、
堀
は
、
大
和
と
も
深
い
か
か
わ
り

を
持
っ
て
い
る
。

私
が
こ
の
数
年
か
う
や
つ
て
屡
々
大
和
へ
旅
し
て
ゐ
る
の
は
（
略
）
古
寺

巡
礼
の
た
め
ば
か
り
で
は
な
い
。（
略
）
私
と
し
て
は
も
う
す
こ
し

intim
e

な
旅
が
し
た
か
つ
た
の
で
あ
る
。

（
堀
辰
雄
「「
花
あ
し
び
」
後
記
」、『
花
あ
し
び
』
青
磁
社
、
一
九
四
六
・
三
）

intim
e

と
は
、「
親
密
な
、
く
つ
ろ
い
だ
」
と
い
う
意
味
の
フ
ラ
ン
ス
語
で
あ
る
。

大
和
の
地
に
、
ゆ
え
知
れ
ぬ
懐
か
し
さ
を
覚
え
、
そ
れ
を
表
現
す
る
に
あ
た
り
、

西
洋
の
単
語intim

e

を
選
ん
だ
と
こ
ろ
に
は
、
奈
良
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
お

け
る
、
き
わ
め
て
堀
ら
し
い
側
面
が
認
め
ら
れ
る
。
彼
が
、
ラ
イ
ナ
ー
・
マ
リ

ア
・
リ
ル
ケ
や
マ
ル
セ
ル
・
プ
ル
ー
ス
ト
に
代
表
さ
れ
る
西
洋
文
学
の
強
固
な

影
響
下
に
、
小
説
の
近
代
を
模
索
し
た
こ
と
は
有
名
だ
。
そ
の
堀
が
、
後
年
積

極
的
に
試
み
た
大
和
へ
の
接
近
。
一
見
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
モ
ダ
ニ
ズ
ム
へ
の
関

心
と
無
関
係
に
見
え
る
こ
の
動
き
は
、
そ
の
実
、〈
死
〉
や
〈
鎮
魂
〉
を
媒
介

項
と
し
て
、
そ
れ
と
ダ
イ
レ
ク
ト
に
接
続
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

本
稿
で
は
、
以
上
を
下
張
り
と
し
つ
つ
、
代
表
作
『
風
立
ち
ぬ
』（
野
田
書
房
、

一
九
三
八
・
四
）
の
有
名
な
フ
レ
ー
ズ

―
「
風
立
ち
ぬ
、
い
ざ
生
き
め
や
も
」

―
に
、
新
た
な
視
角
か
ら
迫
っ
て
み
た
い
。

二

堀
が
、
重
い
結
核
に
お
か
さ
れ
た
婚
約
者
の
最
期
の
日
々
を
看
取
っ
た
哀
切

な
体
験
を
も
と
に
、
小
説
『
風
立
ち
ぬ
』
を
執
筆
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て

い
る
。『
風
立
ち
ぬ
』
の
視
点
人
物
で
あ
る
小
説
家
「
私
」
は
、
節
子
と
共
に

サ
ナ
ト
リ
ウ
ム
に
入
所
し
、
看
取
り
の
日
々
を
小
説
に
置
き
換
え
よ
う
と
試
み

る
。
病
に
命
を
脅
か
さ
れ
た
婚
約
者
に
寄
り
添
い
つ
つ
紡
が
れ
る
以
上
、
作
中

作
が
、
死
を
回
避
し
、
共
に
生
き
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
実
現
可
能
な
幸
福
の

物
語
を
志
向
す
る
の
は
必
然
だ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
看
取
り
の
結
末
を
愛
す
る

者
の
死
と
い
う
望
ま
ざ
る
形
で
迎
え
た
と
き
、
物
語
に
ふ
さ
わ
し
い
結
末
を
見

失
っ
た
「
私
」
は
、
筆
を
置
く
。
一
年
が
過
ぎ
、
真
冬
の
信
州
に
赴
い
た
「
私
」

は
、
中
断
し
た
物
語
に
再
び
向
か
お
う
と
、
創
作
手
帳
を
取
り
出
す
。
孤
独
を

託
ち
、
喪
失
を
歎
き
、
亡
く
な
っ
た
節
子
を
な
お
現
実
に
求
め
な
が
ら
「
私
」

堀
辰
雄
「
風
立
ち
ぬ
、
い
ざ
生
き
め
や
も
」

―
『
風
立
ち
ぬ
』
か
ら
『
万
葉
集
』
へ
、『
万
葉
集
』
か
ら
『
風
立
ち
ぬ
』
へ
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が
見
出
し
た
の
は
、
や
は
り
書
く
こ
と
の
で
き
な
い
自
分
で
あ
っ
た
。
し
か
し

あ
る
日
、
リ
ル
ケ
の
詩
集
『
レ
ク
イ
エ
ム
』
を
手
に
し
た
こ
と
で
、
死
者
に

〈
死
〉
を
許
さ
ず
、
自
分
が
属
す
る
生
者
の
世
界
に
、
彼
女
を
取
り
戻
そ
う
と

し
て
き
た
自
ら
を
悔
い
る
。『
風
立
ち
ぬ
』
は
、
リ
ル
ケ
を
経
て
愛
す
る
者
の

死
を
受
け
止
め
た
「
私
」
が
、「
死
の
か
げ
の
谷
」
と
自
ら
呼
び
換
え
て
し
ま
っ

た
孤
独
な
谷
間
に
、
光
と
静
謐
を
見
出
す
描
写
で
幕
閉
じ
る
。
中
断
し
た
作
中

作
の
行
方
が
、『
風
立
ち
ぬ
』
の
内
部
で
直
接
示
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
が
、
読

者
は
「
私
」
と
堀
と
の
符
合
が
蓄
積
さ
れ
た
『
風
立
ち
ぬ
』
そ
の
も
の
に
、
小

説
家
「
私
」
の
再
生
と
作
中
作
完
成
の
証
拠
を
見
出
す
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
リ
ル
ケ
ほ
ど
明
白
で
は
な
い
も
の
の
、『
風
立
ち
ぬ
』
の
表
層

に
お
い
て
さ
え
、
そ
れ
と
の
緊
密
な
結
び
つ
き
が
う
か
が
え
る
も
の
に
、『
万

葉
集
』
の
存
在
が
挙
げ
ら
れ
る
。『
風
立
ち
ぬ
』
は
、「
生
き
め
や
も
」
の
「
め0

や
も

0

0

」
と
い
う
上
代
特
有
の
表
現
を
と
お
し
て
、『
万
葉
集
』
と
不
可
分
の
関

係
を
有
す
る
の
だ
。
リ
ル
ケ
の
『
レ
ク
イ
エ
ム
』
と
出
会
っ
た
こ
と
で
、
鎮
魂

と
い
う
テ
ー
マ
に
対
す
る
一
つ
の
解
答
を
得
た
堀
は
、『
万
葉
集
』
の
挽
歌
に

リ
ル
ケ
と
近
似
す
る
死
生
観
を
発
見
し
、『
万
葉
集
』
に
、
そ
し
て
そ
の
舞
台

で
あ
る
大
和
へ
と
強
く
惹
か
れ
て
い
く
。

　

数
年
ま
へ
（
一
九
三
七
年
…
引
用
者
注
）
信
濃
の
山
の
な
か
で
さ
ま
ざ

ま
な
人
の
死
を
悲
し
み
な
が
ら
、
リ
ル
ケ
の
「Requiem

」
を
は
じ
め
て

手
に
し
て
、
あ
あ
詩
と
い
ふ
も
の
は
か
う
い
ふ
も
の
だ
つ
た
の
か
と
し
み

じ
み
と
覚
つ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。

―
そ
の
と
き
か
ら
ま
た
二
三
年

立
ち
、
或
る
日
万
葉
集
に
読
み
ふ
け
つ
て
ゐ
る
う
ち
に
一
聯
の
挽
歌
に
出

逢
ひ
、
あ
あ
此
処
に
も
か
う
い
ふ
も
の
が
あ
つ
た
の
か
と
お
も
ひ
な
が
ら
、

な
ん
だ
か
ぢ
つ
と
し
て
ゐ
ら
れ
な
い
や
う
な
気
も
ち
が
し
出
し
ま
し
た
。

（「
古
墳
」、
原
題
「
大
和
路
・
信
濃
路
（
三
）」、「
婦
人
公
論
」
一
九
四
三
・
三
）

『
風
立
ち
ぬ
』
で
取
り
上
げ
た
〈
鎮
魂
〉
と
、
今
度
は
『
万
葉
集
』
の
な
か
で

改
め
て
向
き
合
お
う
と
す
る
姿
勢
が
見
て
取
れ
る
。

い
つ
ご
ろ
か
ら
（
略
）
古
代
人
の
死
の
考
へ
か
た
な
ど
に
僕
が
心
を
潜
め

る
や
う
に
な
つ
た
か
と
云
ひ
ま
す
と
、
そ
れ
は
万
葉
集
な
ど
を
ひ
ら
い
て

見
る
ご
と
に
、
そ
こ
に
い
く
つ
と
な
く
見
出
さ
れ
る
挽
歌
の
云
ふ
に
云
は

れ
な
い
美
し
さ
に
胸
を
し
め
つ
け
ら
れ
る
こ
と
の
多
い
が
た
め
で
し
た
。

（
略
）
あ
の
菖
蒲
池
古
墳
（
略
）
に
見
ら
れ
る
ご
と
き
古
代
の
家
屋
を
い

か
に
も
真
似
た
や
う
な
石
棺
様
式
、

―
そ
れ
は
そ
の
な
か
に
安
置
せ
ら

る
べ
き
死
者
が
、
死
後
も
な
ほ
ず
つ
と
そ
こ
で
生
前
と
ほ
と
ん
ど
同
様
の

生
活
を
い
と
な
む
も
の
と
考
へ
た
原
始
的
な
他
界
信
仰
の
あ
ら
は
れ
、
或

ひ
は
そ
の
信
仰
の
継
続
で
あ
り
ま
せ
う
。（「
古
墳
」）

堀
は
、
死
者
が
死
後
も
、
生
前
と
同
じ
よ
う
に
暮
し
て
い
る
も
の
と
信
じ
た
古

代
人
の
死
生
観
に
強
く
惹
か
れ
、
よ
り
は
っ
き
り
と
、『
万
葉
集
』
で
そ
れ
を

確
認
す
る
作
業
に
没
頭
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

三

堀
辰
雄
の
蔵
書
の
う
ち
、『
万
葉
集
』
の
関
連
書
は
、
信
濃
追
分
の
堀
辰
雄

文
学
記
念
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
手
沢
本
を
手
掛
か
り
に
、
堀
に

お
け
る
『
万
葉
集
』
挽
歌
受
容
の
一
端
に
迫
っ
て
み
た
い
。
な
お
、
本
稿
に
お

け
る
『
万
葉
集
』
収
録
歌
の
引
用
は
す
べ
て
、
蔵
書
か
ら
行
っ
た
。
あ
わ
せ
て
、

当
該
歌
に
施
さ
れ
た
書
き
込
み
に
関
す
る
情
報
を
、
ポ
イ
ン
ト
を
下
げ
て
記
し
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た
。

・『
万
葉
集
』
巻
二
・
二
〇
七
（
柿
本
人
麻
呂
）

天
飛
ぶ
や
軽
の
道
は　

我
妹
子
が
里
に
し
あ
れ
ば　

慇
懃
に
見
ま
く
欲
し

け
ど　

止
ま
ず
行
か
ば
人
目
を
多
み　

数
多
行
か
ば
人
知
り
ぬ
べ
み　

実

葛
後
も
逢
は
む
と　

大
船
の
思
ひ
憑
み
て　

玉
か
ぎ
る
岩
垣
淵
の　

隠
り

の
み
恋
ひ
つ
ゝ
あ
る
に　

渡
る
日
の
暮
れ
行
く
が
如　

照
る
月
の
雲
隠
る

如　

沖
つ
藻
の
靡
き
し
妹
は　

黄
葉
の
過
ぎ
て
去
に
き
と　

玉
梓
の
使
の

言
へ
ば　

梓
弓
声
の
み
聞
き
て　

言
は
む
術
為
む
術
知
ら
に　

声
の
み
を

聞
き
て
あ
り
え
ぬ
ば　

吾
が
恋
ふ
る
千
重
の
一
重
も　

慰
む
る
心
も
あ
り

や
と　

吾
妹
子
が
止
ま
ず
出
で
見
し　

軽
の
市
に
我
が
立
ち
聞
け
ば　

玉

襷
畝
傍
の
山
に　

鳴
く
鳥
の
声
も
聞
え
ず　

玉
桙
の
道
行
く
人
も　

一
人

だ
に
似
る
が
行
か
ね
ば　

術
を
な
み
妹
が
名
呼
び
て　

袖
ぞ
振
り
つ
る

（
武
田
祐
吉
『
歴
代
歌
人
研
究　

柿
本
人
麻
呂
』
厚
生
閣
、
一
九
三
八
・
四
）

※
二
〇
七
～
二
〇
九
番
歌
を
青
鉛
筆
で
囲
ん
だ
右
側
に
、
茶
鉛
筆
で
「
＊
」
が
六
個
書

き
込
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
余
白
に
題
詞
「
㊀
／
○
柿
本
麻
臣
人
麿
妻
死
之
後
泣
血
哀
慟

作
歌
（
巻
二
）」
と
、
茶
イ
ン
ク
で
書
き
込
み
が
あ
る
。

※
「
軽
の
市
」
に
関
し
て
、
余
白
に
、「
＊
軽
―
畝
傍
山
ノ
東
南
。
現
在
ノ
高
市
郡
畝

傍
町
大
字
大
軽
ヲ
中
心
ト
ス
ル
地
デ
、
石
川
、
見
瀬
、
五
條
野
ア
タ
リ
一
帯
ノ
地
に
相

当
ス
。
当
時
ニ
ア
リ
テ
ハ
神
社
ア
リ
、
寺
ア
リ
、
市
場
ア
リ
、
大
道
路
通
ジ
、
池
ア
リ

シ
如
シ
」
と
茶
イ
ン
ク
で
書
き
込
み
が
あ
る
。

※
武
田
に
よ
る
解
説
部
分
「
我
が
妻
の
生
前
始
終
出
て
見
た
軽
の
市
に
立
ち
出
で
て
聞

け
ば
、
か
の
畝
傍
の
山
に
鳴
く
鳥
の
声
も
聞
え
な
い
。
そ
の
道
を
行
く
人
も
、
一
人
で

も
妻
に
似
た
者
が
行
か
な
い
の
で
、
何
と
も
為
方
が
な
く
な
つ
て
、
妻
の
名
を
呼
ん
で

袖
を
振
つ
た
こ
と
で
あ
つ
た
。
／
こ
の
歌
で
は
、
そ
の
妻
に
会
ふ
こ
と
を
、
人
に
知
ら

れ
る
の
を
恐
れ
て
ゐ
る
趣
で
あ
る
。
こ
の
妻
は
生
前
軽
の
郷
に
居
り
、
人
麻
呂
は
、
人

目
を
忍
ん
で
は
こ
ゝ
に
通
つ
て
行
つ
た
も
の
で
あ
つ
た
。（
略
）
亡
き
妻
の
名
を
呼
ぶ

の
は
当
時
と
し
て
は
恐
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
が
、
止
む
に
止
ま
れ
ぬ
心
で
あ
る
。
亡
き

妻
を
求
め
て
、
人
麻
呂
が
軽
の
市
に
徘
徊
す
る
あ
た
り
の
描
写
が
、
非
常
に
善
く
出
来

て
ゐ
る
」（
傍
線
堀
、
茶
鉛
筆
）
に
、
茶
鉛
筆
で
「
◎
」（
四
重
丸
）
印
が
付
さ
れ
て
い

る
。
な
お
、
本
解
説
文
中
の
「
人
麻
呂
」
に
つ
い
て
は
余
白
に
、「
補
註
一
、
／
人
麿

ハ
ソ
ノ
頃
巻
向
の
軽
の
里
ニ
住
ミ
テ
其
処
ヨ
リ
通
ヘ
ル
モ
ノ
ナ
ラ
ン
（
辰
巳
利
文
、
大

和
万
葉
地
理
研
究
）」
と
茶
イ
ン
ク
で
書
き
込
み
が
あ
る
。「
辰
巳
利
文
、
大
和
万
葉
地

理
研
究
」
は
、
一
九
二
七
年
一
一
月
に
紅
玉
堂
書
店
よ
り
刊
行
さ
れ
た
書
籍
。

二
〇
七
～
二
一
六
は
、
妻
の
死
を
嘆
い
て
人
麻
呂
が
詠
ん
だ
、「
泣
血
哀
慟

歌
」
と
呼
ば
れ
る
有
名
な
歌
群
で
あ
る
。
そ
の
冒
頭
の
一
首
に
あ
た
る
二
〇
七

に
つ
い
て
、「
亡
き
妻
を
求
め
て
（
略
）
徘
徊
す
る
」
と
述
べ
る
武
田
の
解
説
に
、

堀
が
茶
鉛
筆
で
四
重
丸
を
書
き
入
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。

・『
万
葉
集
』
巻
二
・
二
〇
八
（
柿
本
人
麻
呂
）

秋
山
の
黄
葉
を
茂
み
迷
ひ
ぬ
る
妹
を
求
め
む
山
道
知
ら
ず
も
一
に
云
ふ
、
路

知
ら
ず
し
て

（
澤
瀉
久
孝
、
森
本
治
吉
『
作
者
類
別
年
代
順
萬
葉
集
（
上
巻
）』
新
潮
文
庫
、
一
九

三
七
・
四
）

※
余
白
に
茶
イ
ン
ク
で
、「
※
死
ン
デ
葬
ラ
レ
ル
コ
ト
ヲ
秋
山
ニ
迷
ヒ
入
リ
テ
隠
レ
タ

趣
ニ
歌
ツ
テ
ヰ
ル
。
カ
ウ
イ
フ
云
ヒ
方
ハ
、
現
世
ノ
生
ノ
連
続
ト
シ
テ
遠
イ
処
ニ
行
ク

趣
ニ
シ
テ
ア
ル
。
当
時
ハ
マ
ダ
サ
ウ
信
ジ
テ
ヰ
タ
…
…
（
茂
）」
と
書
き
込
み
が
あ
る
。

斎
藤
茂
吉
『
万
葉
秀
歌
上
』（
一
九
三
八
・
一
一
）
に
同
一
の
記
述
が
あ
る
の
で
同
書

が
出
典
と
考
え
ら
れ
る
。

※
同
じ
く
余
白
に
茶
イ
ン
ク
で
、「
※
死
者
ヲ
山
ニ
送
ル
ノ
デ
ア
ル
ガ
、
ソ
レ
ヲ
死
者
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ガ
ミ
ヅ
カ
ラ
山
ニ
入
ル
ト
イ
フ
ヤ
ウ
ニ
解
釈
シ
テ
ヰ
ル
。
ソ
ウ
シ
テ
黄
葉
ガ
茂
ク
シ
テ

迷
ツ
テ
シ
マ
フ
［
タ
］
ト
イ
フ
ト
コ
ロ
ニ
歌
ガ
ア
ル
。（
祐
）」
と
書
き
込
み
が
あ
る
。

武
田
祐
吉
『
現
代
歌
人
研
究　

柿
本
人
麻
呂
』
に
同
一
の
記
述
が
見
ら
れ
る
の
で
、
同

書
が
出
典
と
考
え
ら
れ
る
。

生
と
死
は
異
な
る
世
界
に
属
す
る
の
で
は
な
く
、
死
は
消
滅
な
ど
で
は
な
い
。

た
と
え
ば
遠
く
の
山
に
分
け
入
っ
て
み
た
ら
、
そ
こ
で
は
愛
し
い
人
が
、
生
前

さ
な
が
ら
に
暮
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
い
う
古
代
人
の
死
生
観
に
、

堀
が
き
わ
め
て
強
い
関
心
を
抱
い
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

・『
万
葉
集
』
巻
二
・
二
一
〇
（
柿
本
人
麻
呂
）

現
身
と
思
ひ
し
時
に　

取
り
持
ち
て
吾
が
二
人
見
し　

走
り
出
の
堤
に
立

て
る　

槻
の
木
の
こ
ち
ご
ち
の
枝
の　

春
の
葉
の
茂
き
が
如
く　

念
へ
り

し
妹
に
は
あ
れ
ど　

憑
め
り
し
児
ら
に
は
あ
れ
ど　

世
の
中
を
背
き
し
得

ね
ば　

陽
炎
の
燃
ゆ
る
荒
野
に　

白
栲
の
天
領
巾
隠
り　

鳥
じ
も
の
朝
立

ち
い
ま
し
て　

入
目
な
す
隠
り
に
し
か
ば　

吾
妹
子
が
形
見
に
置
け
る　

若
き
児
の
乞
ひ
泣
く
毎
に　

取
り
与
ふ
物
し
無
け
れ
ば　

鳥
穂
じ
も
の
腋

挿
み
持
ち　

吾
妹
子
と
二
人
吾
が
宿
し　

枕
づ
く
嬬
屋
の
内
に　

昼
は
も

う
ら
さ
び
暮
し　

夜
は
も
息
づ
き
明
し　

嘆
け
ど
も
為
む
術
知
ら
に　

恋

ふ
れ
ど
も
逢
ふ
由
を
無
み　

大
鳥
の
羽
買
の
山
に　

吾
が
恋
ふ
る
妹
は
坐

す
と　

人
の
言
へ
ば
石
根
さ
く
み
て　

な
づ
み
来
し
吉
け
く
も
ぞ
な
き　

現
身
と
念
ひ
し
妹
が　

玉
か
ぎ
る
ほ
の
か
に
だ
に
も　

見
え
ぬ
思
へ
ば

（
武
田
祐
吉
『
歴
代
歌
人
研
究　

柿
本
人
麻
呂
』）

※
二
一
〇
～
二
一
二
番
歌
を
青
鉛
筆
で
囲
ん
だ
右
側
に
、
茶
鉛
筆
で
「
＊
」
が
六
個
書

き
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
余
白
に
、
題
詞
「
㊁
／
○
柿
本
麻
臣
人
麿
妻
死
之
後
泣
血

哀
慟
作
歌
（
巻
二
）」
と
茶
イ
ン
ク
の
書
き
込
み
が
あ
る
。

※
武
田
は
本
書
で
二
一
〇
番
歌
に
つ
い
て
、「
あ
の
羽
買
の
山
に
我
が
妻
は
居
ら
れ
る

と
人
が
言
ふ
の
で
、
石
を
踏
み
割
つ
て
骨
を
折
つ
て
来
た
が
、
少
し
も
善
い
こ
と
が
無

い
。
生
き
て
ゐ
る
と
思
つ
て
来
た
妻
が
、
ほ
の
か
に
も
見
え
な
い
こ
と
を
思
へ
ば
。
／

（
略
）
妻
は
、
や
は
り
秋
の
頃
に
死
ん
だ
も
の
と
思
は
れ
る
。
死
ん
で
か
ら
や
ゝ
時
を

経
て
、
残
さ
れ
た
若
い
子
を
抱
い
て
悲
み
、
又
妻
を
葬
つ
た
山
を
分
け
て
行
く
。
そ
の

悲
し
い
有
様
が
善
く
描
か
れ
て
ゐ
る
」（
傍
線
堀
、
茶
鉛
筆
）
と
解
説
し
て
い
る
。

妻
を
葬
っ
た
羽
買
の
山
に
、
そ
の
死
を
悼
み
に
行
く
の
で
は
な
く
、「
生
き
て

ゐ
る
と
思
」
い
、
愛
し
い
妻
を
見
出
す
た
め
に
分
け
入
っ
た
と
詠
ま
れ
て
い
る
。

左
は
、
以
上
の
も
の
と
は
異
な
り
火
葬
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。

・『
万
葉
集
』
巻
三
・
四
二
八
（
柿
本
人
麻
呂
）

隠
国
の
初
瀬
の
山
の
山
の
際
に
い
さ
よ
ふ
雲
は
妹
に
か
も
あ
ら
む

（
武
田
祐
吉
『
歴
代
歌
人
研
究　

柿
本
人
麻
呂
』）

※
余
白
に
題
詞
「
○
土
形
娘
子
火
葬
泊
瀬
山
時
作
歌
」、
お
よ
び
歌
の
右
側
に
「
＊
」

が
六
個
、
茶
イ
ン
ク
で
書
き
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

※
武
田
は
こ
の
歌
に
つ
い
て
、「
か
の
初
瀬
の
山
の
山
の
際
に
、
行
き
も
や
ら
ず
漂
う

て
ゐ
る
雲
は
、
土
形
の
娘
子
が
一
片
の
雲
と
化
し
た
も
の
で
あ
ら
う
か
、
と
い
ふ
の
で

あ
る
。
火
葬
を
し
て
も
、
猶
そ
の
人
の
亡
く
な
つ
た
こ
と
を
思
は
な
い
。
雲
に
化
し
て

山
の
間
に
漂
う
て
ゐ
る
と
叙
し
て
ゐ
る
。」（
傍
線
堀
、
青
鉛
筆
）
と
解
説
し
て
い
る
。

堀
が
傍
線
を
付
し
た
箇
所
で
武
田
は
、「
火
葬
を
し
て
も

0

0

0

0

0

0

、
猶
そ
の
人
の
亡
く

な
つ
た
こ
と
を
思
は
な
い
」（
傍
点
渡
部
）
と
一
歩
踏
み
込
ん
だ
解
説
を
行
っ

て
い
る
。
肉
体
の
焼
失
を
経
た
後
も
、
死
が
消
滅
や
喪
失
と
し
て
は
詠
ま
れ
な
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い
点
に
、
武
田
が
古
代
の
鎮
魂
歌
の
特
性
を
見
出
し
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
そ

れ
に
向
け
ら
れ
た
堀
の
関
心
が
つ
ぶ
さ
に
見
て
と
れ
て
興
味
深
い
。
以
上
に
見

て
き
た
人
麻
呂
の
挽
歌
に
限
ら
ず
、
た
と
え
ば
旅
人
の
以
下
の
歌
な
ど
に
も
、

類
似
の
死
生
観
の
表
出
は
、
明
確
に
看
取
で
き
る⑴
。

・『
万
葉
集
』
巻
三
・
四
四
六
～
八
（
大
伴
旅
人
）

吾
妹
子
が
見
し
鞆
の
浦
の
檉
の
樹
は
、
常
世
に
あ
れ
ど
、
見
し
人
ぞ
な
き

鞆
の
浦
の
石
の
檉
の
木
。
見
む
毎
に
、
相
見
し
妹
は　

忘
れ
え
め
や
も

石
の
上
に
根
は
ふ
檉
の
木
。
見
し
人
を
。
何
処
と
問
は
ゞ
、
語
り
告
げ
む

か
（
北
原
白
秋
、
折
口
信
夫
編
『
鑑
賞
短
歌
体
系
６
東
歌
・
大
伴
集
読
本
』
学
藝
社
、

一
九
三
七
・
八
）

※
折
口
は
本
書
で
、「
元
来
こ
の
木
は
常
世
の
国
の
木
と
考
へ
ら
れ
、
そ
の
国
の
生
物

の
永
生
な
る
如
く
、
こ
の
国
に
生
え
て
も
、
檉
の
木
は
不
死
だ
と
見
た
の
だ
」「
他
界

か
ら
渡
つ
た
木
だ
か
ら
、
そ
こ
に
行
つ
て
ゐ
る
人
の
消
息
に
も
通
じ
て
ゐ
る
だ
ら
う
。

だ
か
ら
、
問
う
た
ら
、
そ
の
人
の
在
り
処
を
告
げ
よ
う
、
と
い
ふ
の
だ
」（
傍
線
堀
、

緑
鉛
筆
）
と
解
説
し
て
い
る
。

※
四
四
六
～
四
四
八
番
歌
の
余
白
に
赤
鉛
筆
で
「
☆
檉
ノ
木
」、
緑
鉛
筆
で
「
木
と
人

間
と
の
世
界
の
交
渉
を
感
じ
る
こ
と
の
出
来
た
の
は
、
旅
人
の
歌
の
大
き
い
と
こ
ろ

だ
」
と
書
き
込
み
が
あ
る
。
同
様
の
記
述
が
、
折
口
信
夫
『
國
文
口
譯
叢
書　

第
三
篇　

萬
葉
集
上
』（
文
會
堂
書
店
、
一
九
一
六
・
九
）
に
見
ら
れ
る
の
で
、
本
書
が
出
典
だ

と
見
て
よ
い
。

右
は
、
太
宰
府
の
長
官
で
あ
っ
た
旅
人
が
、
天
平
二
年
一
二
月
、
大
納
言
に
任

ぜ
ら
れ
都
に
戻
る
途
上
、
広
島
の
鞆
の
浦
を
通
り
か
か
っ
た
際
に
詠
ま
れ
た
歌
、

三
首
で
あ
る
。
西
下
の
途
次
に
は
一
緒
だ
っ
た
妻
が
、
今
は
い
な
い
。
そ
の
喪

失
を
詠
ん
だ
の
が
四
四
八
番
歌
だ
が
、
こ
こ
に
は
、「
常
世
の
国
の
木
」
で
あ

る
檉
の
木
な
ら
、
妻
の
居
場
所
を
知
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
期
待
し
、
檉

の
木
を
媒
と
し
て
亡
妻
と
通
じ
合
お
う
と
す
る
哀
切
な
希
望
が
歌
わ
れ
て
い
る
。

人
麻
呂
や
旅
人
が
、
こ
う
し
た
死
生
観
を
現
実
の
レ
ベ
ル
で
疑
い
な
く
保
持

し
て
い
た
か
ど
う
か
は
、
知
得
で
き
な
い
。
だ
が
少
な
く
と
も
、
そ
の
よ
う
に

〈
歌
う
〉
こ
と
自
体
が
、
愛
す
る
死
者
の
魂
を
鎮
め
、
か
つ
先
立
た
れ
た
自
ら
の
、

い
ま
と
今
後
の
た
め
に
重
要
で
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
堀
は
、
随

筆
「
黒
髪
山
」（「
改
造
」
一
九
四
一
・
七
）
で
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

万
葉
人
と
し
て
も
死
後
の
人
体
の
醜
悪
を
知
ら
な
い
で
ゐ
た
わ
け
で
は
な

か
つ
た
ら
う
が
、
否
、
そ
れ
を
後
代
よ
り
も
よ
く
知
り
、
そ
れ
に
対
す
る

恐
怖
の
一
層
は
げ
し
か
つ
た
あ
ま
り
に
、
彼
等
の
死
者
を
哭
す
る
歌
は
い

よ
い
よ
切
な
く
美
し
く
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
の
で
あ
ら
う
。

『
風
立
ち
ぬ
』
で
、
鎮
魂
の
テ
ー
マ
と
の
シ
リ
ア
ス
な
対
峙
を
求
め
ら
れ
た
堀

が
、『
万
葉
集
』
に
見
ら
れ
る
古
代
人
の
死
生
観
へ
、
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
大
和

へ
と
誘
わ
れ
て
い
っ
た
大
き
な
要
因
を
、
こ
こ
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

四

す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、『
風
立
ち
ぬ
』
後
半
の
中
心
を
成
す
の
は
、
節
子

の
鎮
魂
歌
を
歌
え
ず
に
い
た
小
説
家
「
私
」
が
、
死
生
観
の
大
転
換
を
経
て
、

つ
い
に
そ
れ
を
成
し
遂
げ
る
物
語
で
あ
る
。

外
人
た
ち
が
こ
の
谷
を
称
し
て
幸
福
の
谷

0

0

0

0

と
云
つ
て
ゐ
る
と
か
。
こ
ん
な

人
け
の
絶
え
た
、
寂
し
い
谷
の
、
一
体
ど
こ
が
幸
福
の
谷
な
の
だ
ら
う
、
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（
略
）
ふ
い
と
そ
れ
と
は
正
反
対
の
谷
の
名
前
さ
へ
自
分
の
口
を
衝
い
て

出
さ
う
に
な
つ
た
。（
略
）
死
の
か
げ
の
谷

0

0

0

0

0

0

。（
傍
点
原
文
）

（『
風
立
ち
ぬ
』
終
章
「
死
の
か
げ
の
谷
」、「
新
潮
」
一
九
三
八
・
三
）

「
幸
福
の
谷
」
の
「
正
反
対
」
が
「
死
の
か
げ
の
谷
」
だ
と
す
る
つ
ぶ
や
き
の

う
ち
に
、「
死
」
は
「
幸
福
」
の
反
対
で
あ
り
、
死
と
は
不
幸
そ
の
も
の
だ
と

い
う
「
私
」
の
死
生
観
の
表
出
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ゆ
え
に
、
愛
す
る
者

の
死
と
短
す
ぎ
る
生
涯
と
を
美
し
く
価
値
あ
る
も
の
と
し
て
描
く
こ
と
の
で
き

な
い
「
私
」
は
、
堀
が
そ
う
で
あ
っ
た
ご
と
く
、
筆
を
置
い
て
し
ま
う
。
し
か

し
、
リ
ル
ケ
の
詩
集
『
レ
ク
イ
エ
ム
』
で
、
以
下
の
よ
う
な
一
節
に
出
会
っ
た

「
私
」
は
、
生
と
死
を
二
分
法
的
に
し
か
解
釈
し
得
な
か
っ
た
自
ら
を
悔
や
み

つ
つ
、『
レ
ク
イ
エ
ム
』
の
最
後
の
数
行
を
口
ず
さ
む
。

も
し
お
前
に
我
慢
で
き
た
ら
、
／
死
者
達
の
間
に
死
ん
で
お
出
。
／
死
者

に
も
た
ん
と
仕
事
は
あ
る
。
／
け
れ
ど
も
私
に
助
力
は
し
て
お
く
れ
、
お

前
の
気
を
散
ら
さ
な
い
程
度
で
、
／
屡
々
遠
く
の
も
の
が
私
に
助
力
を
し

て
く
れ
る
や
う
に

―
私
の
裡
で
。（「
死
の
か
げ
の
谷
」）

こ
こ
に
は
、
死
を
消
滅
と
は
捉
え
ず
、
死
者
た
ち
が
、
ど
こ
か
遠
く
で
新
た
な

生
活
を
営
ん
で
い
る
と
す
る
、
リ
ル
ケ
的
死
生
観
が
感
得
で
き
る
。
そ
し
て
、

『
レ
ク
イ
エ
ム
』
と
の
出
会
い
を
経
て
、『
風
立
ち
ぬ
』
の
視
点
人
物
「
私
」
は

よ
う
や
く
、
以
下
の
よ
う
に
心
の
静
謐
を
取
り
戻
す
の
で
あ
る
。

本
当
に
静
か
な
晩
だ
。（
略
）
お
れ
は
人
並
以
上
に
幸
福
で
も
な
け
れ
ば
、

又
不
幸
で
も
な
い
や
う
だ
。（
略
）
幸
福
の
谷

0

0

0

0

―
さ
う
、
な
る
ほ
ど
か

う
や
つ
て
住
み
慣
れ
て
し
ま
へ
ば
、
私
だ
つ
て
さ
う
人
々
と
一
し
よ
に
な

つ
て
呼
ん
で
も
好
い
や
う
な
気
の
す
る
位
だ
（
傍
点
原
文
）（「
死
の
か
げ

の
谷
」）

こ
う
し
た
リ
ル
ケ
の
死
生
観
と
、『
万
葉
集
』
の
挽
歌
に
見
ら
れ
る
古
代
人
の

死
生
観
と
の
不
思
議
な
近
似
は
、
す
で
に
明
ら
か
だ
ろ
う⑵
。

と
こ
ろ
で
、『
風
立
ち
ぬ
』
の
な
か
で
「
私
」
が
時
折
口
ず
さ
む
「
風
立
ち
ぬ
、

い
ざ
生
き
め
や
も
」
と
い
う
言
葉
、
人
口
に
膾
炙
し
、
作
家
イ
メ
ー
ジ
を
も
少

な
か
ら
ず
決
定
し
て
き
た
こ
の
語
が
、
大
き
な
問
題
を
含
ん
で
い
る
こ
と
は
比

較
的
有
名
だ
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
お
り
、
こ
れ
は
、
ポ
ー
ル
・
ヴ
ァ
レ

リ
ー
の
詩
「
海
辺
の
墓
地
」
の
最
終
聯
に
出
て
く
る
《Le vent se lève, il 

faut tenter de vivre

》
を
堀
が
訳
し
た
も
の
で
、
原
文
を
直
訳
す
る
と
「
風

が
吹
き
始
め
た
、
生
き
る
こ
と
を
試
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
な
る
。
し
か

し
、「
い
ざ
生
き
め
や
も
」
は
《il faut tenter de vivre

》
の
訳
と
し
て
は

不
適
切
な
の
だ
。
こ
れ
が
、
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
誤
訳
の
問
題
で
あ
る
。

ち
な
み
に
「
め
や
も
」
は
、
後
世
に
も
用
例
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、
基
本
的

に
は
上
代
の
語
法
ら
し
い
。
文
法
的
に
は
、
意
志
・
希
望
・
期
待
・
推
量
を
表

す
助
動
詞
「
む
」
の
活
用
形
「
め
」
に
、
反
語
の
係
助
詞
「
や
」
と
詠
嘆
の
係

助
詞
「
も
」
が
つ
い
た
形
で
、
現
代
語
に
置
き
換
え
れ
ば
「
～
し
よ
う
か
、
い

や
し
な
い
」
の
意
と
な
る
。
す
な
わ
ち
「
い
ざ
生
き
め
や
も
」
を
ス
ト
レ
ー
ト

に
訳
せ
ば
「
さ
あ
生
き
よ
う
か
、
い
や
生
き
は
し
な
い
」
と
な
り
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー

の
詩
と
は
正
反
対
の
表
現
と
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
。
こ
う
し
た
問
題
は
、
大
野

晋
・
丸
谷
才
一
『
日
本
語
で
一
番
大
事
な
も
の
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
八
七
・
一

〇
）
に
よ
り
、
以
下
の
よ
う
に
披
露
さ
れ
た
。
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丸
谷　
「
生
き
め
や
も
」
と
い
う
の
は
、
生
き
よ
う
か
、
い
や
、
断
じ
て

生
き
な
い
、
死
の
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
ね
。（
略
）
つ
ま
り

こ
れ
は
結
果
的
に
は
誤
訳
な
ん
で
す
。「
や
も
」
の
用
法
を
堀
は
知
ら
な

か
っ
た
ん
で
し
ょ
う
。

大
野　

こ
う
い
う
訳
を
す
る
よ
う
で
は
堀
さ
ん
は
日
本
語
の
古
典
語
の
力

は
あ
ま
り
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。（
略
）「
い
ざ
生
き
め
や
も
」
の
訳
は

お
っ
し
ゃ
る
通
り
ま
っ
た
く
の
間
違
い
で
す
。

そ
し
て
、「
読
売
新
聞
」
の
人
気
コ
ラ
ム
「
編
集
手
帳
」
が
、
二
〇
〇
四
年
七

月
二
九
日
に
右
の
対
談
を
取
り
上
げ
た
こ
と
で
、
こ
の
問
題
は
一
気
に
流
布
す

る
こ
と
と
な
る
。「
編
集
手
帳
」
の
反
響
は
大
き
く
、
山
田
潔
に
よ
っ
て
、
た

だ
ち
に
反
論
が
成
さ
れ
た⑶
。
山
田
は
、「
室
町
期
の
文
語
表
現
に
は
、
奈
良
・

平
安
朝
と
は
異
な
る
語
法
が
多
く
認
め
ら
れ
る
」
と
前
置
き
し
た
う
え
で
、
室

町
期
の
抄
物
に
、「
ウ
ラ
メ
ヤ
」
が
「
反
語
で
は
な
く
、
強
い
意
志
の
表
明
」

と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
例
を
挙
げ
つ
つ
、「「
ウ
ラ
メ
」
は
当
代
に
ま
ま
見
ら

れ
る
、
已
然
形
終
止
に
よ
る
強
調
表
現
で
あ
り
、「
ヤ
」
は
詠
嘆
の
意
で
あ
る
。

（
略
）「
メ
ヤ
」
が
強
い
意
志
を
表
す
も
の
と
把
握
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で

あ
り
、
こ
れ
を
「
古
典
文
法
」
に
照
ら
し
て
誤
用
で
あ
る
と
決
め
つ
け
る
資
格

は
誰
も
有
し
な
い
」
と
述
べ
た
。
堀
の
誤
訳
問
題
に
つ
い
て
の
援
護
が
、
従
来

も
っ
ぱ
ら
詩
的
情
趣
や
響
き
の
美
し
さ
を
褒
め
る
こ
と
で
、
か
ら
く
も
成
さ
れ

て
き
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
山
田
に
よ
り
、
少
な
く
と
も
テ
ク
ス
ト
の
レ
ベ
ル

に
お
い
て
は
、
必
ず
し
も
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
誤
訳
、
あ
る
い
は
「
め
や
も
」
の
誤

用
と
断
定
し
得
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
の
は
画
期
的
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

そ
の
可
能
性
と
は
別
に
、
室
町
時
代
の
特
殊
な
用
法
を
知
る
機
会
を
、
堀
が
持

ち
得
て
い
た
の
か
と
い
う
疑
問
は
、
誰
し
も
感
じ
る
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。

本
稿
で
は
、『
万
葉
集
』
関
係
の
堀
の
蔵
書
を
渉
猟
し
た
経
験
に
基
づ
き
、

こ
の
問
題
に
関
し
、
従
来
と
は
異
な
る
見
解
を
提
示
し
て
み
た
い
。
ち
な
み
に
、

堀
が
「
め
や
も
」
の
用
法
、
上
代
語
の
文
法
に
つ
い
て
無
知
で
あ
っ
た
と
い
う

指
摘
が
事
実
に
反
す
る
こ
と
は
、
比
較
的
容
易
に
証
明
で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
、

膨
大
な
数
に
の
ぼ
る
『
万
葉
集
』
関
連
の
手
沢
本
に
は
、
繁
多
な
書
き
入
れ
が

見
ら
れ
、
そ
れ
は
、「
め
や
も
」
を
含
む
複
数
の
歌
に
も
及
ん
で
い
る
か
ら
だ
。

た
と
え
ば
、
さ
き
に
取
り
上
げ
た
旅
人
の
四
四
七
番
歌
「
鞆
の
浦
の
石
の
檉
の

木
。
見
む
毎
に
、
相
見
し
妹
は　

忘
れ
え
め
や
も
」
に
も
「
め
や
も
」
は
用
い

ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
堀
が
、
読
書
の
痕
跡
を
示
す
書
き
入
れ
を
行
っ
て
い
た

こ
と
は
す
で
に
指
摘
し
た
。
の
み
な
ら
ず
こ
れ
ら
の
歌
に
詠
ま
れ
て
い
る
〈
檉

の
木
〉
は
、
堀
の
、
活
字
化
を
み
な
か
っ
た
万
葉
小
説
の
草
稿
「
出
帆
」
に
も
、

そ
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
の
だ⑷
。
な
お
、「
め
や
も
」
を
含
む
四
四
七
番
歌
に

つ
い
て
、
堀
の
座
右
の
書
で
あ
る
折
口
『
國
文
口
譯
叢
書　

第
三
篇　

萬
葉
集

上
』
は
、「
鞆
の
浦
の
岩
浜
に
生
え
て
ゐ
る
檉
の
木
を
、
こ
れ
か
ら
後
も
見
る

度
毎
に
、
一
処
に
眺
め
た
妻
を
ば
、
忘
れ
る
事
は
出
来
は
す
ま
い

0

0

0

0

0

0

」（
傍
点
渡

部
）
と
訳
し
て
い
る
。
そ
の
他
、
多
寡
を
問
わ
ず
堀
に
よ
る
書
き
入
れ
が
見
ら

れ
る
『
万
葉
集
』
歌
で
、「
め
や
も
」
を
含
む
も
の
は
、
三
三
、
四
六
、
一
九
五
、

一
二
六
八
、
一
八
一
三
、
二
三
五
四
、
二
五
三
〇
、
二
五
六
八
、
三
三
八
六
、

三
七
三
一
、
三
七
四
一
、
三
七
五
二
、
二
七
六
三
、
三
七
九
二
、
三
八
六
九
、

四
一
〇
九
等
、
多
数
に
及
ぶ
。
折
口
を
は
じ
め
、
斎
藤
茂
吉
、
武
田
祐
吉
ら
の

現
代
語
訳
や
文
法
解
説
、
語
釈
と
そ
れ
こ
そ
首
引
き
で
、『
万
葉
集
』
を
熱
心

に
繙
読
し
て
い
た
堀
が
、「
め
や
も
」
の
意
味
、
と
く
に
「
や
」
が
反
語
で
あ

る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
と
は
、
到
底
考
え
ら
れ
な
い
。

と
は
い
え
、『
風
立
ち
ぬ
』
執
筆
の
時
点
に
お
い
て
、
堀
が
ま
だ
、
こ
う
し

た
情
熱
的
な
『
万
葉
集
』
受
容
を
十
分
に
展
開
し
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
は
否
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定
で
き
な
い
。『
風
立
ち
ぬ
』
の
各
章
が
発
表
さ
れ
た
の
は
、
一
九
三
六
年
か

ら
三
八
年
に
か
け
て
で
あ
り
、
そ
れ
ら
が
表
題
『
風
立
ち
ぬ
』
の
も
と
に
一
冊

の
単
行
本
に
ま
と
め
ら
れ
た
の
は
、
三
八
年
四
月
の
こ
と
で
、
他
方
堀
が
『
万

葉
集
』
に
傾
倒
し
て
い
く
の
は
、
三
七
年
あ
た
り
を
起
点
と
す
る
。
ゆ
え
に
、

『
風
立
ち
ぬ
』
の
起
筆
段
階
で
、
あ
る
い
は
擱
筆
時
に
お
い
て
も
、「
め
や
も
」

の
正
確
な
理
解
に
至
っ
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
は
十
二
分
に
存
す
る
の
だ
。

だ
が
、
そ
の
後
も
一
貫
し
て

0

0

0

0

、「
め
や
も
」
の
意
味
と
用
法
を
知
ら
な
か
っ

た
と
は
、
考
え
ら
れ
な
い
。「
風
立
ち
ぬ
、
い
ざ
生
き
め
や
も
」
と
い
う
フ
レ
ー

ズ
を
創
出
し
そ
れ
を
小
説
に
用
い
た
あ
と
な
ら
な
お
の
こ
と
、『
万
葉
集
』
に

詠
ま
れ
た
「
め
や
も
」
に
目
が
い
く
の
が
自
然
だ
ろ
う
。『
風
立
ち
ぬ
』
は
、

堀
の
生
前
だ
け
で
も
そ
の
後
、
一
九
三
九
年
、
四
六
年
、
四
九
年
に
改
め
て
活

字
化
さ
れ
て
い
る
。
か
り
に
、「
め
や
も
」
が
単
な
る

0

0

0

、
そ
し
て
ま
ぎ
れ
も
な

い
誤
訳
や
誤
用
に
す
ぎ
な
い
な
ら
、
修
正
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
は
ず
だ
。

で
は
、
単
な
る
誤
訳
・
誤
用
で
な
い
な
ら
何
な
の
か
。
こ
こ
で
ふ
た
た
び
、

上
代
語
「
め
や
も
」
を
含
む
「
い
ざ
生
き
め
や
も
」
と
い
う
語
に
注
目
し
て
み

た
い
。「
め
や
も
」
が
、
意
志
・
希
望
・
期
待
・
推
量
を
表
す
助
動
詞
「
む
」

の
活
用
形
「
め
」
に
、
反
語
の
係
助
詞
「
や
」
と
詠
嘆
の
係
助
詞
「
も
」
が
つ

い
た
形
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
触
れ
た
。「
め
（
む
）」
を
、
話
し
手

0

0

0

の
意
志
や

希
望
と
捉
え
、
か
つ
「
い
ざ
」
を
、
自
身
の
決
意
を
示
す
感
嘆
詞
と
と
る
な
ら
、

堀
的
用
法
を
ま
ぎ
れ
も
な
い
誤
用
だ
と
指
摘
す
る
先
学
が
解
し
た
と
お
り
、

「
い
ざ
生
き
め
や
も
」
は
、「
さ
あ
生
き
よ
う
か
、
い
や
生
き
は
し
な
い
」
の
意

と
な
る
。
だ
が
、「
め
（
む
）」
を
話
し
手

0

0

0

（「
私
」）
の
意
志
・
希
望
と
、
相
手

0

0

（
節
子
）
に
対
す
る
希
望
・
期
待
を
共
に
包
括
し
た
表
現
、「
い
ざ
」
を
自
身
の

決
意
お
よ
び
相
手
へ
の
勧
誘
を
共
に
表
明
す
る
語
と
と
る
な
ら
、「
さ
あ
、（
私

た
ち
は
共
に
）
生
き
よ
う
よ
、
い
や
そ
う
は
し
な
い
」
と
訳
す
こ
と
が
可
能
だ

ろ
う
。
さ
ら
に
、
こ
れ
が
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
詩
の
一
節
《il faut tenter de 

vivre

》
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
あ
わ
せ
れ
ば
、「
い
ざ
生
き
め

や
も
」
の
う
ち
に
、「
さ
あ
（
私
た
ち
は
共
に
）
生
き
る
こ
と
を
試
み
よ
う
よ
、

い
や
生
き
よ
う
と
は
し
な
い
」
と
解
す
る
こ
と
も
、
強
引
に
過
ぎ
る
こ
と
は
あ

る
ま
い
。
こ
う
し
た
解
釈
が
、
か
り
に
古
典
の
用
例
に
馴
染
み
難
い
と
し
て
も
、

そ
れ
を
も
っ
て
、
近
代
小
説
に
お
け
る
古
語
の
か
か
る
再
生
・
再
利
用
を
、
単

な
る
誤
り
と
断
ず
る
に
は
あ
た
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
何
よ
り
、
右
の
よ
う

に
解
釈
し
て
こ
そ
、『
風
立
ち
ぬ
』
が
果
た
そ
う
と
し
た
レ
ク
イ
エ
ム
と
し
て

の
役
割
は
、
一
層
は
っ
き
り
と
見
え
て
き
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。「
風
が
立
っ

た
、
さ
あ
生
き
よ
う
」
と
歌
っ
て
は
、
死
者
の
魂
を
鎮
め
る
歌
、
レ
ク
イ
エ
ム

に
は
成
り
得
な
い
。「
風
立
ち
ぬ
、
い
ざ
生
き
め
や
も
」
が
《Le vent se 

lève, il faut tenter de vivre

》
の
意
味
す
る
も
の
と
イ
コ
ー
ル
で
あ
り
続

け
る
と
す
れ
ば
、
節
子
の
短
す
ぎ
る
生
涯
を
価
値
あ
る
も
の
と
し
て
描
き
出
そ

う
と
腐
心
す
る
「
私
」
の
物
語
に
と
っ
て
、「
風
立
ち
ぬ
」
の
表
題
は
、
ま
っ

た
く
似
つ
か
わ
し
く
な
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。「
風
立
ち
ぬ
、
い
ざ
生
き

め
や
も
」
は
、
た
し
か
に
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
詩
の
誤
訳
と
し
て
誕
生
し
た
も
の
で

あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、『
万
葉
集
』
を
読
み
深
め
、
そ
の
な
か
で

「
め
や
も
」
と
頻
繁
に
出
会
っ
た
後
も
、
つ
ま
り
「
め
や
も
」
の
意
味
や
用
法

を
認
識
し
た
後
も
な
お
、「
い
ざ
生
き
め
や
も
」
が
、『
風
立
ち
ぬ
』
の
な
か
に

存
在
し
続
け
た
こ
と
を
見
過
ご
し
に
は
で
き
な
い
。『
万
葉
集
』
を
繙
き
、
古

代
人
の
死
生
観
に
強
く
引
か
れ
て
い
く
な
か
で
、「
風
立
ち
ぬ
、
い
ざ
生
き
め

や
も
」
は
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
詩
の
訳
（
誤
訳
）
に
と
ど
ま
ら
ず
、
上
代
語
「
め

や
も
」
と
い
う
表
現
と
の
親
和
性
に
よ
っ
て
強
固
に
、
か
つ
直
截
的
に
結
び
付

く
『
万
葉
集
』
的
な
死
生
観
に
下
支
え
さ
れ
た
〈
魂
を
鎮
め
る
言
葉
〉
と
し
て
、

改
め
て
誕
生
し
直
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
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ち
な
み
に
、
小
説
『
風
立
ち
ぬ
』
の
結
末
で
は
、「
此
処
だ
け
は
、
谷
の
向

う
側
は
あ
ん
な
に
も
風
が
ざ
わ
め
い
て
ゐ
と
い
ふ
の
に
、
本
当
に
静
か
だ
こ

と
」（「
死
の
か
げ
の
谷
」）
と
い
う
よ
う
に
、
実
は
風
が
吹
い
て
い
な
い
。
も
し
、

「
風
立
ち
ぬ
、
い
ざ
生
き
め
や
も
」
が
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
詩
の
邦
訳
に
す
ぎ
な
い

と
す
れ
ば
、「
私
」
は
死
な
ね
ば
な
ら
な
い
。
実
際
、
堀
と
も
交
流
の
あ
っ
た

矢
内
原
伊
作
は
、
当
該
詩
に
つ
い
て
、
以
下
の
解
説
を
加
え
て
い
る⑸
。

風
が
吹
く
！
…
…
生
き
ね
ば
な
ら
ぬ
！
（
略
）
／
風
が
吹
く

―
吹
か
ね

ば
死
な
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

従
来
『
風
立
ち
ぬ
』
は
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
詩
さ
な
が
ら
、
婚
約
者
の
死
を
乗
り

越
え
て
、「
私
」
が
吹
く
風
に
う
な
が
さ
れ
つ
つ
、
再
び
生
き
る
決
意
を
す
る

物
語
と
解
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
『
風
立
ち
ぬ
』
が
、「
め
や
も
」
を
媒
と
し

て
『
万
葉
集
』
に
接
続
さ
れ
る
こ
と
を
考
え
た
と
き
、
こ
れ
が
生
の
決
意
表
明

の
物
語
な
ど
で
は
な
く
、
リ
ル
ケ
の
『
レ
ク
イ
エ
ム
』
と
近
似
す
る
古
代
の
鎮

魂
歌
を
下
張
り
と
し
て
死
を
受
け
止
め
、
生
へ
の
拘
泥
を
手
放
す

0

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
で
、
愛

す
る
者
の
鎮
魂
と
、
の
こ
さ
れ
た
者
の
救
抜
を
果
た
し
た
物
語
で
あ
る
こ
と
は
、

す
で
に
明
ら
か
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

注
⑴　

ち
な
み
に
、『
万
葉
集
』
巻
九
・
一
七
九
七
番
歌
（「
人
麻
呂
歌
集
」）
に
な
る
と
、

「
潮
気
立
つ
荒
磯
に
は
あ
れ
ど
行
く
水
の
過
ぎ
に
し
妹
が
形
見
と
ぞ
来
し
」（
武
田
祐

吉
『
歴
代
歌
人
研
究　

柿
本
人
麻
呂
』）
と
い
う
形
で
死
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
武
田
が
、

「「
行
く
水
の
」
は
、
過
ぎ
に
し
の
枕
詞
で
あ
る
が
、
人
の
死
し
て
又
帰
ら
ざ
る
を
譬

へ
た
深
い
意
味
を
持
つ
て
ゐ
る
」（
傍
線
堀
、
青
鉛
筆
）
と
述
べ
る
よ
う
に
、
こ
こ

に
は
、
死
者
が
死
後
も
な
お
ど
こ
か
遠
く
で
暮
し
て
い
る
、
と
い
う
よ
う
な
死
生
観

は
す
で
に
見
ら
れ
な
い
。
な
お
、
こ
う
し
た
件
に
施
さ
れ
た
書
き
入
れ
か
ら
、
堀
が
、

古
代
人
の
特
異
な
死
生
観
に
加
え
、
そ
の
変
遷
に
も
、
少
な
か
ら
ず
関
心
を
抱
い
て

い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

⑵　

堀
は
、「
伊
勢
物
語
な
ど
」（「
文
藝
」
一
九
四
〇
・
六
）
に
お
い
て
、『
万
葉
集
』

と
リ
ル
ケ
に
触
れ
つ
つ
、「
僕
は
、
さ
う
い
ふ
古
代
の
素
朴
な
文
学
を
発
生
せ
し
め
、

し
か
も
同
時
に
近
代
の
最
も
厳
粛
な
文
学
作
品
の
底
に
も
一
條
の
地
下
水
と
な
つ
て

流
れ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
の
、
人
々
に
魂
の
静
安
を
も
た
ら
す
、
何
か
レ
ク
ヰ
エ
ム
的
な
、

心
に
し
み
入
る
や
う
な
も
の
が
、
一
切
の
よ
き
文
学
の
底
に
は
厳
と
し
て
あ
る
べ
き

だ
と
信
じ
て
居
り
ま
す
」
と
述
べ
て
も
い
る
。

⑶　

山
田
潔
「「
い
ざ
生
き
め
や
も
」
考
」（「
解
釈
」
二
〇
〇
四
・
一
二
）

⑷　

筑
摩
書
房
版
『
堀
辰
雄
全
集
』
第
七
巻
（
下
）（
一
九
八
〇
・
六
）
所
収
。
た
だ

し
全
集
で
は
「
檉
」
を
「
樫
」
と
誤
っ
て
翻
刻
し
て
い
る
。
な
お
、
未
完
の
小
説
の

草
稿
「
出
帆
」
お
よ
び
、
創
作
ノ
ー
ト
「（
水
の
う
へ
）」
は
、
従
来
の
堀
辰
雄
イ
メ
ー

ジ
に
対
し
、
そ
れ
と
は
大
き
く
異
な
る
新
側
面
を
付
け
加
え
得
る
重
要
な
も
の
で
あ

る
と
、
稿
者
は
考
え
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
。

⑸　

矢
内
原
伊
作
「『
海
辺
の
墓
地
』
ポ
ー
ル
・
ヴ
ァ
レ
リ
ー
小
論
」『
矢
内
原
伊
作
の

本
２
』（
み
す
ず
書
房
、
一
九
八
七
・
一
）
所
収
。

付
記　

本
稿
は
、
天
理
大
学
文
学
部
公
開
講
座
「
大
和
学
へ
の
招
待
」
に
お
け
る
講
演

「
堀
辰
雄
の
〈
奈
良
〉」（
二
〇
一
一
・
一
〇
）
に
、
加
筆
・
修
正
を
施
し
た
も
の

で
あ
る
。
な
お
『
風
立
ち
ぬ
』
の
引
用
は
、
筑
摩
書
房
版
『
堀
辰
雄
全
集
』
第
一

巻
（
一
九
七
七
・
五
）
よ
り
行
い
、
旧
字
体
は
新
字
体
に
改
め
、
ル
ビ
等
は
適
宜

省
略
し
た
。


