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文
学
は
言
葉
だ
け
で
成
り
立
つ
世
界
だ
け
れ
ど
、
言
葉
の
力
は

ど
れ
ほ
ど
の
も
の
な
の
か
。
「
近
さ
と
遠
さ
」
を
考
え
る
と
き
、

ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
を
思
い
出
す
。
彼
の
作
品
に
は
、
遠
い
時
空
を
超

え
る
不
思
議
な
力
が
あ
っ
た
。

一
八
八
三
年
一
〇
月
一
日
パ
リ
北
駅
。
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
棺
を

前
に
壮
大
な
告
別
式
が
、
ロ
シ
ア
人
、
フ
ラ
ン
ス
人
、
ド
イ
ツ
人
、

イ
ギ
リ
ス
人
か
ら
な
る
数
万
人
の
群
衆
に
見
守
ら
れ
る
な
か
、
厳

か
に
行
わ
れ
た
。
ロ
シ
ア
正
教
会
の
主
教
の
祈
り
と
ロ
シ
ア
語
、

フ
ラ
ン
ス
語
の
弔
辞
が
続
い
た
。
ロ
シ
ア
人
だ
け
で
も
、
エ
ド
モ

ン
ド
・
ゴ
ン
ク
ー
ル
が
記
し
た
よ
う
に
「
ま
さ
に
一
個
の
ロ
シ
ア
、

こ
の
首
都
に
こ
れ
ほ
ど
住
ん
で
お
ら
れ
よ
う
と
は
」
と
い
う
ほ
ど

だ
っ
た
。
棺
を
の
せ
た
汽
車
は
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
に
発
っ
た
。

ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
は
主
に
パ
リ
で
書
い
た
。
彼
の
文
学
者
と
し
て

の
方
向
性
を
決
定
づ
け
た
『
猟
人
日
記
』
も
そ
う
だ
っ
た
。
帝
政

ロ
シ
ア
の
民
衆
、
特
に
、
農
奴
た
ち
の
人
間
と
し
て
の
姿
を
精
緻

な
観
察
と
豊
か
な
筆
力
で
余
す
と
こ
ろ
な
く
描
い
た
こ
の
作
品
は
、

ロ
シ
ア
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
そ
し
て
日
本
で
も
大
い
に
愛
さ
れ
た
。

ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
と
い
う
苗
字
が
タ
タ
ー
ル
民
族
に

�り
、
彼
の
顔

立
ち
に
そ
の
面
影
が
漂
う
の
は
極
東
地
域
に
ご
縁
が
あ
る
よ
う
で

面
白
い
。
さ
て
、
知
る
人
ぞ
知
る
『
あ
ひ
び
き
』
を
想
い
起
そ
う
。

二
葉
亭
四
迷
（
く
た
ば
っ
て
し
め
え
！
）
は
死
ぬ
ほ
ど
、

な

に
し
ろ
、
天
性
の
詩
人
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
作
品
だ

苦
心
惨
憺
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し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
言
文
一
致
」
の
翻
訳
を
世
に
問
う
た
。
そ
の

ち
ょ
う
ど
一
〇
年
後
、
独
歩
の
『
武
蔵
野
』
に
、
ま
る
で
「
叙
景

美
の
お
手
本
」
と
言
わ
ん
ば
か
り
に
堂
々
、
た
っ
ぷ
り
引
用
さ
れ

た
。
そ
う
こ
う
し
て
い
る
う
ち
に
、
蘆
花
は
本
家
本
元
の
「
武
蔵

野
」
に
赴
く
。
ロ
シ
ア
文
学
の
二
大
巨
匠
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
と
ト
ル

ス
ト
イ
は
、
穏
や
か
な
気
候
と
豊
か
な
自
然
に
恵
ま
れ
た
中
部
ロ

シ
ア
の
大
地
主
貴
族
で
隣
同
士
だ
っ
た
。

母
国
語
と
離
れ
た
空
間
に
居
る
と
作
家
は
息
苦
し
さ
を
感
じ
る
、

と
い
う
こ
と
が
あ
る
ら
し
い
。
し
か
し
、
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
に
そ
れ

は
な
か
っ
た
。
用
事
が
あ
る
と
ロ
シ
ア
に
赴
い
た
も
の
の
、
む
し

ろ
国
外
で
詩
情
豊
か
な
作
品
を
ロ
シ
ア
語
で
書
き
続
け
、
言
葉
の

充
電
度
、
芸
術
性
は
い
つ
も
高
水
準
だ
っ
た
。
彼
は
心
底
憎
ん
だ

農
奴
制
社
会
の
な
か
に
い
る
よ
り
、
パ
リ
の
ほ
う
が
思
い
っ
き
り

創
作
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
フ
ラ
ン
ス
語
で
「
視
界
か
ら
遠
い
と
、

心
に
遠
く
な
る
」
と
い
う
格
言
が
あ
る
け
れ
ど
、
そ
の
逆
も
然
り
。

「
視
界
か
ら
遠
い
と
、
心
に
近
く
な
る
」
と
い
う
こ
と
も
あ
る
よ

う
だ
。
天
衣
無
縫
と
も
い
う
べ
き
完
璧
な
叙
景
の
美
を
『
猟
人
日

記
』
の
『
森
と
廣
野
』
か
ら
引
い
て
み
よ
う
。

い
よ
い
よ
心
ひ
か
れ
ぬ
、

か
の
村
の
暗
き
園
生
に
、

菩
提
樹
の
大
樹

お
お
き

の
影
の
暗
く
し
て
、

鈴
蘭
の
花
、
清
ら
に
も
か
ぐ
わ
し
く
、

円
き
柳
、
堤
よ
り
水
の
上
に
、

つ
ら
な
り
垂
れ
て
、

ゆ
た
か
な
る

�

か
し、
ゆ
た
か
な
る
畑
に
生
い
立
ち
、

大
麻
や
い
ら
く
さ
の
に
お
え
る
と
こ
ろ
、

思
い
寄
す
、
か
の
村
の
広
き
大
野
に

び
ろ
う
ど
の
ご
と
、
地
は
黒
々
と

見
渡
す
限
り
、
ラ
イ
麦
の
静
か
に
も

軽
き
う
ね
り
を
寄
せ
か
え
し
、

円
ら
か
に
白
く
透
き
い
る
雲
間
よ
り
、

重
た
く
も
黄 お
う色 じ
きの
光 か
げの
落
つ
る
と
こ
ろ
、

か
の
村
な
れ
ば
、
何
も
か
も
よ
き
…
…（
中
山
省
三
郎
訳
）

こ
の
よ
う
に
パ
リ
で
書
く
こ
と
に
何
の
不
自
由
も
な
く
、
言
葉

の
壁
と
い
う
も
の
は
そ
も
そ
も
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
。
と
い
う

の
も
、
ロ
シ
ア
貴
族
の
家
庭
で
は
子
供
の
教
育
を
フ
ラ
ン
ス
人
や

ド
イ
ツ
人
の
家
庭
教
師
に
任
せ
る
習
慣
が
あ
っ
た
。
そ
の
う
え
、

ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
は
幼
少
時
か
ら
フ
ラ
ン
ス
語
、
ド
イ
ツ
語
、
ロ
シ
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ア
語
で
日
記
を
書
か
さ
れ
る
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
英
才
教
育
を
受

け
て
い
た
。
一
五
才
で
モ
ス
ク
ワ
大
学
言
語
学
部
に
入
学
、
そ
の

翌
年
、
さ
ら
に
難
関
の
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
大
学
言
語
哲
学
科
に
編
入

し
一
八
才
で
卒
業
後
、
ベ
ル
リ
ン
大
学
に
留
学
し
て
哲
学
修
士
の

学
位
を
取
得
し
た
。
古
典
古
代
か
ら
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
言
語
芸
術

に
精
通
し
、
ロ
シ
ア
語
の
ほ
か
に
、
フ
ラ
ン
ス
語
、
ド
イ
ツ
語
、

英
語
、
イ
タ
リ
ア
語
、
ス
ペ
イ
ン
語
で
自
由
に
話
す
ツ
ル
ゲ
ー
ネ

フ
は
、
第
一
級
の
知
識
人
と
し
て
迎
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
ジ
ョ

ル
ジ
ュ
・
サ
ン
ド
と
意
気
投
合
し
、
親
友
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
、
ゾ
ラ
、

ド
ー
デ
、
エ
ド
モ
ン
ド
・
ゴ
ン
ク
ー
ル
と
の
月
例
「
五
人
の
会
」

後
に
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
が
仲
間
入
り
す
る

で
は
晩
餐
と
文

学
談
義
を
思
う
存
分
楽
し
ん
だ
。
ユ
ー
ゴ
ー
が
議
長
を
務
め
た
国

際
文
学
者
会
議
で
は
副
議
長
を
任
さ
れ
た
が
、
こ
れ
も
彼
の
力
量

か
ら
し
て
ご
く
自
然
な
こ
と
だ
っ
た
。

そ
れ
に
し
て
も
、
な
ぜ
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
は
異
郷
で
の
著
述
を
選

ん
だ
の
だ
ろ
う
か
。
ほ
と
ん
ど
の
文
学
史
や
伝
記
で
は
パ
リ
に
住

む
歌
姫
、
恋
人
ヴ
ィ
ア
ル
ド
ー
夫
人
を
理
由
と
す
る
の
み
で
あ
る
。

ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
と
い
う
人
間
に
と
っ
て
そ
れ
は
確
か
に
必
要
な
こ

と
だ
っ
た
。
だ
が
、
た
と
え
ヴ
ィ
ア
ル
ド
ー
夫
妻
の
家
庭
に
同
居

し
て
一
流
サ
ロ
ン
の
常
連
と
な
っ
て
も
、
無
聊
に
苛
ま
れ
る
こ
と

は
な
か
っ
た
の
か
。
否
。
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
に
は
使
命
が
あ
っ
た
。

作
家
と
し
て
生
き
る
最
大
の
目
的
は
「
農
奴
制
」
と
の
闘
い
に
勝

利
す
る
こ
と
だ
っ
た
。
「
よ
り
強
く
、
徹
底
的
に
戦
う
た
め
に
、

こ
の
「
敵
」
に
は
遠
方
か
ら
全
力
で
襲
い
か
か
る
必
要
が
あ
っ
た
。

も
し
、
ロ
シ
ア
に
い
た
ら
『
猟
人
日
記
』
は
書
け
な
か
っ
た
」
と

ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
は
一
八
六
八
年
に
述
懐
し
て
い
る
。
実
際
、
『
猟

人
日
記
』
は
そ
れ
ほ
ど
当
時
の
検
閲
の
許
容
限
度
を
超
え
た
著
作

だ
っ
た
の
だ
。
今
風
に
言
う
と
、
農
奴
制
の
恥
部
を
暴
露
す
る
、

ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
と
も
い
え
る
内
容
あ
り
で
、
『
あ
ひ
び
き
』
だ
っ

て
そ
う
で
あ
る
。
天
性
の
芸
術
家
で
あ
る
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
作
品

に
は
直
接
的
な
、
過
激
な
批
判
は
な
く
と
も
、
思
想
や
感
情
は
人

物
描
写
や
叙
景
の
な
か
に
静
か
に
織
り
込
ま
れ
て
い
る
。
農
奴
制

ロ
シ
ア
に
対
峙
し
勝
利
す
る
た
め
に
祖
国
を
離
れ
た
、
と
い
う
信

条
告
白
が
示
す
と
お
り
、
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
は
大
様
で
優
し
い
だ
け

で
な
く
、
強
靭
な
反
骨
精
神
の
持
ち
主
だ
っ
た
。
ア
レ
ク
サ
ン
ド

ル
二
世
が
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
に
伝
え
て
き
た
と
お
り
、『
猟
人
日
記
』

は
皇
帝
に
農
奴
解
放
を
促
す
決
意
的
な
要
因
と
な
っ
た
。

エ
ズ
ラ
・
パ
ウ
ン
ド
は
「
芸
術
家
は
民
族
の
ア
ン
テ
ナ
で
あ
る
」

（
『
詩
学
』
）
と
言
っ
た
け
れ
ど
、
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
は
こ
の
意
味
に

ぴ
っ
た
り
の
芸
術
家
だ
。
『
猟
人
日
記
』
全
二
五
編
は
、
ロ
シ
ア
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文
学
史
上
、
は
じ
め
て
ロ
シ
ア
の
自
然
と
そ
こ
で
生
き
る
人
々
、

農
奴
た
ち
の
生
活
と
心
性
が
鋭
敏
な
観
察
と
限
り
な
い
情
愛
を
も
っ

て
描
か
れ
た
作
品
で
、
ロ
シ
ア
国
内
で
大
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
っ

た
。
そ
の
な
か
に
は
、
一
八
七
〇
年
代
に
ロ
シ
ア
で
発
生
し
た
飢

饉
に
対
し
て
民
衆
救
済
の
た
め
に
寄
付
し
た
美
し
い
一

�も
あ
る
。

パ
リ
で
書
か
れ
た
『
生
き
神
様
』（
直
訳
は
『
生
き
て
い
る
遺
骸
』）

の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
エ
ピ
グ
ラ
フ
か
ら
し
て
も
、
ツ
ル
ゲ
ー
ネ

フ
が
民
衆
に
ど
れ
ほ
ど
深
く
優
し
い
情
愛
を
抱
き
、
そ
の
運
命
に

苦
悩
し
て
い
た
か
が
、
伝
わ
っ
て
く
る
。

永
き
忍
苦
の
わ
が
郷 く

国 に

よ

あ
あ
、
露
西
亜
の
民
の
国
！

（
中
山
省
三
郎
訳
）

国
外
か
ら
体
制
を
変
え
る
と
い
う
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
強
い
信
念

は
、
パ
リ
に
お
い
て
も
発
揮
さ
れ
た
。
祖
国
を
離
れ
た
ロ
シ
ア
人

学
生
や
政
治
亡
命
者
の
た
め
に
衣
食
住
に
か
か
わ
る
人
道
支
援
や

私
設
図
書
館
設
立
に
尽
力
す
る
な
ど
、
同
胞
を
支
援
す
る
活
動
も

し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
興
味
深
い
こ
と
に
、
シ
ベ
リ
ア
流
刑
後
、

パ
リ
に
移
住
し
た
「
デ
カ
ブ
リ
ス
ト
の
乱
」
（
一
八
二
五
年
）
の

首
謀
者
た
ち
、
ニ
コ
ラ
イ
・
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
や
セ
ル
ゲ
イ
・
ヴ
ォ

ル
コ
ン
ス
キ
ー
と
親
交
が
あ
り
、
旧
世
代
の
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ

ア
た
ち
と
の
つ
な
が
り
も
大
切
に
し
て
い
た
。
農
奴
解
放
令
発
布

（
一
八
六
一
年
）
直
後
に
は
彼
ら
と
共
に
ロ
シ
ア
正
教
会
で
祝
典

を
行
う
な
ど
、
世
代
や
主
義
主
張
を
越
え
た
社
会
活
動
も
辞
さ
な

か
っ
た
。
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
は
生
涯
に
わ
た
り
、
人
道
主
義
の
立
ち

位
置
か
ら
ロ
シ
ア
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
、
双
方
に
向
け
て
文
芸
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ズ
ム
か
ら
の
発
信
を
続
け
た
の
で
あ
る
。
ト
ル
ス
ト
イ
の
フ

ラ
ン
ス
語
訳
を
積
極
的
に
紹
介
し
た
こ
と
や
、
死
を
目
前
に
病
床

か
ら
ト
ル
ス
ト
イ
に
文
学
へ
の
復
帰
を
呼
び
か
け
た
こ
と
は
、
特

筆
に
値
す
る
だ
ろ
う
。

さ
て
、
文
学
は
言
葉
の
壁
も
、
時
空
も
超
え
て
、
地
球
上
で
そ

れ
が
必
要
と
さ
れ
る
異
国
の
文
学
に
ま
で
ち
ゃ
ん
と
着
陸
す
る
こ

と
も
あ
る
。
文
学
者
た
ち
の
偉
業
、
運
命
の
不
思
議
に
感
激
し
て

し
ま
う
。
そ
の
国
の
文
学
界
に
新
風
を
巻
き
起
こ
し
、
新
た
な
境

地
が
拓
か
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
と
っ
て
、
そ
れ
ま
で
霧
に

覆
わ
れ
て
い
た
よ
う
な
ロ
シ
ア
の
自
然
風
土
、
歴
史
文
化
を
紹
介

し
、
文
学
の
翻
訳
出
版
に
も
尽
力
し
た
。
聡
明
で
温
厚
な
巨
匠
は

文
化
大
使
の
よ
う
な
役
割
も
果
た
し
た
の
だ
っ
た
。
こ
う
し
て
、
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ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
ロ
シ
ア
文
学
を
発
見
し
て
か
ら
約
三
〇
年
後
、
ツ

ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
日
本
語
訳
が
待
た
れ
た
。
二
葉
亭
（
当
時
は
ま
だ

長
谷
川
辰
之
助
だ
っ
た
が
、
本
稿
で
は
二
葉
亭
と
表
記
す
る
）
に

白
羽
の
矢
が
立
つ
。
五
才
で
漢
学
を
学
び
七
歳
か
ら
フ
ラ
ン
ス
語

を
、
一
六
才
で
ロ
ー
マ
史
、
フ
ラ
ン
ス
史
を
学
び
、
そ
の
後
、
外

国
語
学
校
で
ロ
シ
ア
語
を
学
ん
だ
彼
は
、
一
八
八
六
年
の
あ
る
日
、

同
じ
尾
張
藩
出
身
で
『
小
説
神
髄
』
の
作
者
、
坪
内
逍
遥
を
訪
ね

た
。
と
こ
ろ
が
、
逍
遥
は
二
葉
亭
が
自
分
と
は
比
べ
物
に
な
ら
な

い
ほ
ど
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
学
を
味
読
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
芸
批
評

に
精
通
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
（
坪
内
逍
遥

『
長
谷
川
君
の
性
格
』
）
。
然
し
て
、
逍
遥
か
ら
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の

翻
訳
を
是
非
に
、
と
勧
め
ら
れ
た
の
だ
っ
た
。
長
編
『
父
と
子
』

の
部
分
訳
の
あ
と
、
蘇
峰
の
す
す
め
も
あ
っ
て
『
猟
人
日
記
』
か

ら
短
編
『
あ
ひ
び
き
』
の
完
訳
が
世
に
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

二
葉
亭
が
翻
訳
を
決
心
し
た
こ
と
は
甚
だ
よ
ろ
し
か
っ
た
。
こ

れ
は
運
命
だ
っ
た
の
か
。
じ
つ
は
、
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
よ
う
な
知

的
上
層
エ
リ
ー
ト
の
文
学
を
読
む
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
、
ド
イ
ツ

語
と
そ
れ
ら
の
文
学
に
つ
い
て
の
教
養
が
必
要
な
の
だ
。
ロ
シ
ア

語
の
知
識
だ
け
で
は
と
て
も
無
理
で
、
皮
肉
や
ユ
ー
モ
ア
が
分
か

ら
な
か
っ
た
り
す
る
。
と
に
か
く
、
言
葉
の
セ
ン
ス
が
問
題
と
な

る
。
し
か
も
、
天
性
の
詩
人
の
魂
を
も
つ
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
作
品

は
し
ば
し
ば
詩
の
韻
律
を
と
も
な
っ
て
、
詩
想
と
音
調
の
相
乗
効

果
が
絶
妙
で
あ
る
た
め
、
ロ
シ
ア
語
で
も
文
体
の
模
倣
は
難
し
い
。

そ
れ
を
日
本
語
で
模
倣
し
て
見
せ
た
二
葉
亭
の
名
人
気
質
は
前
代

未
聞
だ
っ
た
。
本
人
曰
く
、
「
文
学
に
対
す
る
尊
敬
の
念
が
非
常

に
強
か
っ
た
の
で
、
例
え
ば
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
が
其
の
作
を
す
る
時

の
心
持
は
、
非
常
に
神
聖
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
翻
訳
す

る
に
も
同
様
に
神
聖
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
就
い
て
は
、
一
字
一

句
と
雖
も
、
大
切
に
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
や マ

う マ

に
信
じ
た
の
で
あ

る
」
（
『
余
が
翻
訳
の
標
準
』
）
と
い
う
心
構
え
だ
。
こ
れ
に
は
東

京
外
国
語
学
校
露
語
学
科
で
ア
メ
リ
カ
国
籍
の
ロ
シ
ア
人
、
ニ
コ

ラ
イ
・
グ
レ
イ
の
薫
陶
を
受
け
た
こ
と
が
幸
い
し
た
。
語
学
の
天

才
、
二
葉
亭
が
名
教
師
の
も
と
で
ロ
シ
ア
文
学
の
原
典
を
学
び
、

「
誰
も

聴
き

惚
れ
な
い
も
の
は
い
な
い
」
と
い
わ
れ
た

グ
レ
イ
の

朗
読
か
ら
美
し
い
ロ
シ
ア
語
の
響
き
や
音
調
を
会
得
し
た
こ
と
は

想
像
に
難
く
な
い
。
当
時
と
し
て
は
稀
有
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
し

て
つ
い
に
、
原
文
の
語
数
や
句
読
点
の
数
、
さ
ら
に
は
音
調
も
同

じ
に
す
べ
く
惨
憺
た
る
苦
心
を
払
っ
て
、
新
し
い
ス
タ
イ
ル
の
文

章
で
『
あ
ひ
び
き
』
を
翻
訳
し
文
壇
を
驚
嘆
さ
せ
た
。
一
八
八
八

年
の
こ
と
だ
っ
た
。
あ
ま
り
に
も
有
名
な
冒
頭
部
分
を
引
い
て
み

よ
う
。
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秋
九
月
中
旬
と
い
ふ
こ
ろ
、
一
日
自
分
が
さ
る
樺
の

林
の
中
に
座
し
て
ゐ
た
こ
と
が
有
ツ
た
。
（
中
略
）
あ

わ
�
�し

い
白
雲
が
空
ら
一
面
に
棚
引
く
か
と
思
ふ
と
、

フ
ト
ま
た
あ
ち
こ
ち
瞬
く
間
雲
切
れ
が
し
て
、
無
理
に

押
し
分
け
た
や
う
な
雲
間
か
ら
澄
み
て
怜
さ

悧 か

し
気
に
見

え
る
人
の
眼
の
如
く
に
朗
か
に
晴
れ
た
蒼
空

あ
を
そ
らが
の
ぞ
か

れ
た
。
自
分
は
座
し
て
、
四
顧
し
て
、
そ
し
て
耳
を
傾

け
て
ゐ
た
。

私
は
二
葉
亭
訳
の
『
あ
ひ
び
き
』
に
心
地
よ
さ
を
覚
え
る
。
ロ

シ
ア
語
の
原
文
と
音
調
が
同
じ
で
詩
想
も
裏
切
っ
て
い
な
い
か
ら

だ
。
ロ
シ
ア
語
の
表
現
そ
の
ま
ま
の
直
訳
だ
け
れ
ど
、
日
本
語
で

も
リ
ズ
ム
を
感
じ
て
意
味
も
ピ
ン
と
く
る
。
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
が
日

本
人
に
な
っ
て
書
い
た
み
た
い
だ
。
ロ
シ
ア
語
の
文
体
、
音
調
が

そ
っ
く
り
、
そ
の
ま
ま
日
本
語
に
な
っ
て
い
て
魔
法
の
よ
う
だ
け

れ
ど
、
明
治
期
の
文
学
青
年
、
独
歩
、
花
袋
、
蘆
花
た
ち
も
結
構
、

気
に
入
っ
て
い
た
よ
う
だ
。

独
歩
は
英
文
出
身
で
詩
人
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
を
信
奉
し
て
い
た
が
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
学
、
ロ
シ
ア
文
学
に
も
関
心
が
あ
っ
た
。
『
武
蔵

野
』
は
ど
の
よ
う
に
し
て
書
か
れ
た
の
だ
ろ
う
。
以
前
か
ら
、

『
あ
ひ
び
き
』
だ
け
で
な
く
、
他
の
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
作
品
の
二
葉

亭
訳
も
研
究
し
、
輪
読
会
で
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
を
薦
め
る
友
人
、
今

井
忠
治
の
影
響
を
受
け
て
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
世
界
に
傾
倒
し
て
い

た
こ
と
は
確
か
だ
。
ま
た
、
一
八
九
七
年
に
は
ド
ー
デ
の
『
巴
里

の
三
〇
年
』
か
ら
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
章
を
選
ん
で
読
ん
で
い
た
こ

と
も
興
味
深
い
。
こ
の
頃
、
佐
々
木
信
子
と
の
恋
愛
が
不
幸
な
結

末
を
迎
え
て
い
た
の
だ
け
れ
ど
、
そ
の
苦
悩
か
ら
立
ち
直
る
過
程

で
、
独
歩
は
思
い
出
の
場
所
「
武
蔵
野
」
を
自
分
流
に
描
く
こ
と

に
す
る
。
「
わ
れ
は
詩
人
た
る
べ
く
今
日
ま
で
独
修
し
来
れ
り
。

わ
れ
は
自
己
の
道
を
歩
む
べ
し
。
わ
れ
は
詩
人
と
し
て
運
命
づ
け

ら
れ
し
こ
と
を
確
認
す
。
全
力
を
此
の
天
職
に
注
ぐ
べ
し
。
（
中

略
）
吾
は
此
の
運
命
を
満
足
す
。
『
武
蔵
野
』
は
わ
が
詩
の
一
な

り
」
（
『
欺
か
ざ
る
の
記
』
）
と
い
う
予
言
ど
お
り
に
。
で
は
、
詩

人
と
し
て
何
に
満
足
す
る
つ
も
り
な
の
か
。
二
葉
亭
の
名
訳
に
よ
っ

て
自
家
薬
籠
中
の
も
の
と
な
っ
て
い
た
『
あ
ひ
び
き
』
の
詩
趣
と

深
く

共
鳴
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
に

違
い
な
い
。
『
武
蔵
野
』
に

は
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
的
な
文
体
、
趣
が
其
処
に
漂
う
。
だ
が
、
そ
れ

だ
け
で
は
な
い
。
『
あ
ひ
び
き
』
か
ら
の
二
つ
の

長
い
引

用
は
さ

て
、
何
の
た
め
な
の
か
。
し
か
も
、
最
初
の
引
用
直
後
に
「
自
分

が
か
か
る
落
葉
林
の

趣 お
も
む
きを

解
す
る
に
至
つ マ

た マ

の
は
此 こ

の
微
妙
な

叙
景
の
筆
の
力
が
多
い
。
こ
れ
は
露
西
亜
の
景
で
而 し
かも
林
は
樺 か
ばの
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木
で
、
武
蔵
野
の
林
は

�

な
らの
木
、
植
物
帯
か
ら
い
ふ
と
甚 は
な
はだ
違
っ

て
い
る
が
落
葉
林
の
趣 お
も
む
きは
同
じ
事
で
あ
る
」
と
断
り
、
二
回
目

の
直
後
に
も
「
こ
れ
は
露 ロ
シ
ヤ

西
亜
の
野
で
あ
る
が
、
我 わ
が

武
蔵
野
の

野
の
秋
か
ら
冬
に
か
け
て
の
光
景
も
、
凡
そ
こ
ん
な
も
の
で
あ
る
」

と
続
け
る
。
独
歩
は
「
武
蔵
野
」
に
「
露 ロ
シ
ヤ西
亜
の
景
」
を
ぐ
っ
、

ぐ
っ
、
と
二
回
も
引
き
寄
せ
て
見
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し

て
「
露
西
亜
の
景
」
が
「
今
の
武
蔵
野
」
の
景
に
き
ち
ん
と
重
ね

ら
れ
、
古
代
、
近
世
日
本
文
学
か
ら
の
伝
統
か
ら
距
離
を
お
い
た

と
こ
ろ
で
、
独
歩
は
落
葉
林
の
あ
る
田
園
風
景
や
人
々
の
生
活
を

の
び
の
び
と
描
く
。
ロ
シ
ア
人
で
あ
る
私
は
「
ロ
シ
ア
の
林
に
は

�の
木
も
あ
り
ま
す
。
遠
慮
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
よ
」
と
思

わ
ず
声
を
か
け
た
く
な
る
ほ
ど
だ
。
以
上
の
よ
う
に
、
独
歩
は
二

葉
亭
訳
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
『
あ
ひ
び
き
』
に
棹
さ
し
て
、
「
萱 か
や

原 は
ら

の
は
て
な
き
光
景
」
か
ら
解
放
さ
れ
、
「
落
葉
林
の
美
」
を
描
く

こ
と
に
成
功
し
た
。
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
が
「
新
し
い
思
想
は
新
し
い

革
袋
に
」
と
言
っ
た
よ
う
に
、
近
代
的
な
感
性
と
意
識
を
「
今
の

武
蔵
野
」
に
息
づ
か
せ
た
創
才
は
、
流
石
と
し
か
言
い
よ
う
が
な

い
。
『
武
蔵
野
』
は
独
歩
の
近
代
「
武
蔵
野
」
宣
言
で
あ
り
、
そ

こ
に
は
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
と
二
葉
亭
が
叙
し
た
「
露
西
亜
の
景
」
が

永
遠
に
刻
印
さ
れ
た
。

と
こ
ろ
で
、
独
歩
の
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
熱
は
決
し
て
一
過
性
の
も

の
で
は
な
く
、
二
葉
亭
の
訳
業
の
み
に
限
定
す
る
必
要
は
な
い
の

で
あ
る
。
そ
れ
は
『
武
蔵
野
』
執
筆
前
に
始
ま
り
、
そ
の
後
も
独

歩
は
有
名
な
ガ
ー
ネ
ッ
ト
訳
で
『
猟
人
日
記
』
全
編
や
『
父
と
子
』、

『
ル
ー
ジ
ン
』
、
『
処
女
地
』
な
ど
を
、
一
字
一
句
丁
寧
に
読
み
込

み
、
思
想
的
に
も
接
近
し
て
い
っ
た
。
「
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
は
人
生

の
深
意
を
描
い
て
見
み

せ
て
呉
れ
た
。

實 じ
つ

に
世
界
の
大 た
い

人 じ
ん

だ
と

思 お
も

ふ
」
、
「
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
名
の
下 も
と

に
、

人
道
に
は
国 こ
っ

境 き
や
う

は

な
い
、
詩 し

に
は
人 じ
ん

種 し
ゆ

が
な
い
」
（
『
捕
虜
』
）
と
い
う
独
歩
の
言
葉

に
は
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
へ
の
万
感
が
響
く
。
花
袋
の
観
察
に
よ
れ
ば

人
生
の
中
頃
か
ら
晩
年
に
か
け
て
、
独
歩
の
「
文
芸
上
ま
た
思
想

上
の
態
度
は
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
行
き
方
」
と
な
っ
て
い
た
（
『
イ

ン
キ
ツ
ボ
』）。
余
命
い
く
ば
く
も
無
い
独
歩
が
「
人
生
の
研
究
の

結
果
の
報
告
」
（
『
予
は
如
何
に
し
て
小
説
家
に
な
り
し
か
』
）
の

執
筆
を
決
意
し
た
頃
、
文
豪
の
創
才
は
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
を
思
慕
し

て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
『
武
蔵
野
』

発
表
後
、
一

〇
年
が

経
過

し
て
い
た
。

独
歩
が
最
期
を
迎
え
た
一
九
〇
八
年
、
二
葉
亭
、
花
袋
、
蘆
花

な
ど
文
士
仲
間
は
独
歩
慰
問
の
文
集
『
二
八
人
集
』
を
出
版
し
た
。

蘆
花
は
武
蔵
野
の
一
隅
、
千
歳
村
か
ら
の
書
簡
『
国
木
田
哲
夫
兄
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に
与
へ
て
僕
の
近
況
を
報
ず
る
書
』
を
寄
稿
し
た
。
武
蔵
野
の
林

野
を
「
小
ス
ケ
ー
ル
の
露
西
亜
式
」
と
譬
え
て
『
あ
ひ
び
き
』
の

詩
趣
を
そ
れ
と
な
く
書
簡
に
忍
び
込
ま
せ
、
「
自
慢
の
甘
い

�

も

で
も

蒸 ふ
かし
て
武
蔵
野
の
秋
の
一
夜
を
語
ら
う
で
は
な
い
か
」
と
結
ん
で

い
た
。
最
後
に
、
そ
の
二
年
前
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
蘆
花
が
ト
ル
ス

ト
イ
を
訪
れ
た
際
、
車
中
で
読
ん
だ
和
歌
を
見
て
お
こ
う
。

武
蔵
野
を
斗
桝
で
量
り
ば
ら
撒
き
て
、

な
ほ
あ
ま
り
あ
る
大 お
ほ露
西
亜
の
原

（『
巡
礼
紀
行
』）

独
歩
の
「
武
蔵
野
」
が
里
帰
り
し
た
よ
う
な
パ
ロ
デ
ィ
が
面
白

い
。
蘆
花
が
、
か
の
地
を
『
武
蔵
野
』
や
『
猟
者
（
ス
ポ
ル
ツ
マ

ン
）
の
ス
ケ
ッ
チ
』
（
『
巡
礼
紀
行
』
）

『
猟
人
日
記
』
の
こ

と
を
思
い
浮
か
べ
つ
つ
散
策
し
た
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、

こ
の
和
歌
は
独
歩
が
全
力
で
書
い
た
落
葉
林
の
美
の
世
界
が
、
ツ

ル
ゲ
ー
ネ
フ
と
二
葉
亭
の
お
墨
付
き
で
新 あ
ら
た

な
る
「
武
蔵
野
」
と

し
て
広
く
認
知
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
証
左
と
な
る
だ
ろ
う
。
伝
統

的
な
文
学
空
間
を
刷
新
し
、
意
識
や
感
性
に
新
し
い
境
地
を
も
た

ら
し
た
独
歩
の
創
才
に
心
か
ら
の
賞
賛
を
送
り
た
い
。

さ
て
、
い
ろ
い
ろ
話
を
し
て
き
た
け
れ
ど
、
言
葉
の
力
は
ど
れ

ほ
ど
の
も
の
な
の
か
、
と
い
う
問
い
が
出
発
点
だ
っ
た
。
言
語
芸

術
の
力
と
言
っ
て
も
良
い
と
思
う
が
、
作
品
の
創
作
者
と
受
け
手

の
力
量
に
深
く
か
か
わ
る
問
題
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ツ
ル
ゲ
ー

ネ
フ
は
創
作
に
最
良
の
環
境
を
パ
リ
に
定
め
、
異
郷
か
ら
祖
国
の

一
般
読
者
の
み
な
ら
ず
、
皇
帝
の
心
に
も
届
く
力
の
あ
る
作
品
を

発
信
し
続
け
た
。
そ
の
一
つ
が
『
猟
人
日
記
』
で
あ
り
『
あ
ひ
び

き
』
は
そ
の
一

�だ
っ
た
。
詩
人
の
魂
を
も
つ
巨
匠
の
作
品
に
お

い
て
言
葉
の
充
電
度
、
芸
術
性
は
あ
ら
ゆ
る
意
味
で
世
界
文
学
の

な
か
で
も
最
高
水
準
に
位
置
し
て
い
た
。
こ
れ
は
決
し
て
誇
張
で

は
な
い
。
プ
ー
シ
キ
ン
の
翻
訳
を
手
が
け
た
フ
ラ
ン
ス
の
作
家
、

メ
リ
メ
に
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
「
叙
景
の
魅
力
を
フ
ラ
ン
ス
語
で
生

み
出
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
私
は
信
ず
る
、
な
ぜ
な
ら
ば
、

ロ
シ
ア
語
の
簡
潔
さ
と
豊
か
さ
は
ど
ん
な
有
能
な
翻
訳
家
を
も
寄

せ
つ
け
ぬ
か
ら
だ
」
（
『
イ

ヴ
ァ
ン

・
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
』
）
と
言
わ

せ
た
ほ
ど
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
近
代
化
の
途
上
に
あ
っ

た
明
治
期
の
文
学
界
で
、
二
葉
亭
と
い
う
最
高
の
翻
訳
者
が
ツ
ル

ゲ
ー
ネ
フ
の
受
容
に
大
役
を
果
た
し
た
。
二
葉
亭
が
、「
ツ
ル
ゲ
ー

ネ
フ
が
其
の
作
を
す
る
時
の
心
持
は
、
非
常
に
神
聖
な
も
の
で
あ

る
か
ら
、
こ
れ
を
翻
訳
す
る
に
も
同
様
に
神
聖
で
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
」
（
前

掲
）
と
語
っ
て
い
た
こ
と
を
思
い

起
こ
し
て
ほ
し
い
。

二
葉
亭
は
、
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
言
語
芸
術
を
う
わ
べ
だ
け
で
な
く
、
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ロ
シ
ア
語
の
原
文
を
自
分
の
血
肉
と
す
る
ほ
ど
作
品
に
密
着
し
、

そ
し
て
行
間
か
ら
「
神
聖
な
心
持
」
の
背
後
に
あ
る
堅
固
な
意
思

を
も
感
じ
取
っ
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
に

と
っ
て
、
『
猟
人
日
記
』
は
、
芸
術
作
品
で
あ
る
と
同
時
に
、
遠

方
の
敵
と
戦
う
武
器
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
充
電
度
の
高
い

傑
作
は
、
翻
訳
者
の
背
中
を
押
し
、
傑
作
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い

名
訳
を
生
ん
だ
。
さ
て
、
独
歩
は
『
武
蔵
野
』
を
天
職
と
し
、
全

力
で
近
代
「
武
蔵
野
」
宣
言
を
成
功
さ
せ
た
。
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
と

二
葉
亭
か
ら
の
文
学
遺
産
を
丹
念
に
味
読
、
研
究
の
結
果
、
自
ら

の
本
領
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
っ
た
。

ロ
シ
ア
文
学
が
言
葉
の
違
う
極
東
の
国
、
遠
い
日
本
で
ち
ゃ
ん

と
受
容
さ
れ
、
偉
業
が
積
み
上
げ
ら
れ
て
い
く
過
程
を
、
懐
か
し

く
ふ
り
返
っ
て
き
た
。
め
ぐ
り
合
わ
せ
と
い
う
の
は
、
あ
る
意
味
、

神
わ
ざ
の
よ
う
だ
。
ま
ず
、
巨
匠
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
作
品
の
総

体
的
な
充
電
度
、
芸
術
性
の
高
さ
が
幸
い
し
て
い
た
。
し
か
し
、

こ
れ
が
大
問
題
な
の
だ
け
れ
ど

そ
れ
に
応
じ
る
こ
と
の

で
き
る
力
量
を
備
え
た
受
け
手
が
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
二
葉

亭
、
独
歩
、
そ
れ
ぞ
れ
の
力
量
が
受
容
の
「
近
さ
」
を
決
定
し
、

そ
の
お
か
げ
で
一
般
の
読
者
も
「
近
さ
を
」
を
感
じ
る
こ
と
が
可

能
と
な
っ
た
の
だ
。
作
品
は
時
空
を
越
え
て
独
り
歩
き
す
る
。
願

わ
く
は
真
摯
な
、
愛
す
べ
き
忠
実
な
受
け
手
に
出
会
わ
ん
こ
と
を
。
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