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心
臓
と
同
じ
く
ら
ゐ
の
海
鼠
か
な 

 
 

 
 

 

（
平
成
四
年
） 

 

海
鼠
は
『
古
事
記
』
の
神
話
時
代
か
ら
登
場
す
る
醜
（
し
こ
）
の
も
の
の
一
つ
か
も
し

れ
な
い
が
、
そ
の
卑
し
さ
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
和
歌
・
連
歌
に
は
見
向
き
も
さ
れ
ず
、
俳
諧

の
時
代
に
初
め
て
季
題
と
し
て
登
場
す
る
、
と
は
山
本
健
吉
の
考
察
に
よ
る
。「
生
き
な
が

ら
一
つ
に
氷
る
海
鼠
か
な 

芭
蕉
」
の
作
例
に
見
る
よ
う
に
、
海
鼠
は
生
と
死
が
等
価
で

あ
る
か
の
よ
う
な
剥
き
出
し
の
生
命
体
そ
の
も
の
。
生
命
体
と
は
ど
こ
か
に
醜
悪
な
姿
で

原
始
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
秘
め
て
い
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
グ
ロ
テ
ス
ク
イ
メ
ー

ジ
こ
そ
太
古
か
ら
生
き
延
び
て
き
た
も
の
の
力
強
さ
に
満
ち
て
い
る
。
そ
れ
は
自
己
主
張

の
強
さ
で
は
な
く
、
マ
ー
ジ
ナ
ル
な
世
界
を
正
統
と
自
認
し
て
棲
み
な
し
て
き
た
力
強
さ

で
も
あ
る
。
和
歌
か
ら
俳
諧
へ
と
転
じ
る
ま
で
、
脚
光
か
ら
は
程
遠
か
っ
た
こ
の
生
命
体

は
、
得
体
の
知
れ
な
い
不
気
味
な
呪
文
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
か
の
か
も
し
れ
な
い
。 

八
束
の
直
観
は
「
海
鼠
＝
心
臓
」
と
の
連
想
を
探
り
出
し
た
。
こ
れ
ま
で
誰
か
が
気
付

き
そ
う
な
が
ら
、
素
通
り
し
て
き
た
把
握
だ
。
長
い
間
、
世
の
闇
に
埋
も
れ
て
「
鼓
動
」

だ
け
打
ち
続
け
て
き
た
か
の
よ
う
な
海
鼠
が
、
こ
の
句
で
俄
然
に
ん
げ
ん
と
の
比
較
域
に

引
き
上
げ
ら
れ
た
か
の
よ
う
だ
。
し
か
し
な
が
ら
、
容
姿
端
麗
を
愛
で
ら
れ
る
わ
け
で
も

な
く
、
そ
の
ぬ
め
ぬ
め
と
し
た
深
海
動
物
で
あ
る
か
の
よ
う
な
塊
が
に
ん
げ
ん
の
（
し
か

も
八
束
と
い
う
愚
鈍
を
自
嘲
す
る
俳
人
の
）
心
臓
に
喩
え
ら
れ
た
。
さ
て
さ
て
、
海
鼠
は

嬉
し
か
っ
た
か
、
さ
ら
に
拗
ね
た
か
。 

こ
の
句
の
「
く
ら
ゐ
」
が
何
の
近
似
を
示
唆
し
た
も
の
か
は
諸
説
あ
ろ
う
。
形
状
、
大

き
さ
、
手
触
り
感
、
実
態
、
位
相
、
生
命
感
、
等
々
。
こ
れ
ら
を
ひ
っ
く
る
め
た
直
観
か

も
し
れ
な
い
。
と
も
あ
れ
、
こ
の
句
に
よ
っ
て
、
芭
蕉
の
氷
っ
た
海
鼠
は
平
成
の
世
に
て

解
凍
さ
れ
、
八
束
と
い
う
俳
人
の
歳
晩
意
識
を
語
り
だ
す
こ
と
に
な
っ
た
。 

 

身
の
影
に
い
つ
か
風
憑
き
水
澄
め
り 

 
 

 
 

（
平
成
四
年
） 

 

八
束
ら
し
い
晩
年
の
風
景
だ
。
ど
こ
が
そ
う
か
と
い
う
と
、
第
一
に
身
の
影
を
見
つ
め

て
い
る
と
こ
ろ
。
第
二
に
、
そ
の
影
に
「
風
」
が
憑
く
よ
う
に
ま
と
っ
て
い
る
と
こ
ろ
。

こ
う
言
っ
て
は
失
礼
か
も
し
れ
な
い
が
、
八
束
の
文
人
的
風
景
に
は
こ
の
二
つ
が
た
い
へ

ん
よ
く
似
合
う
。
そ
し
て
、
第
三
が
、「
水
澄
め
り
」
と
い
う
心
象
を
仮
託
す
る
季
語
。「
水

澄
む
」
と
い
う
季
語
に
よ
っ
て
、
八
束
の
暗
鬱
や
悲
傷
は
濾
過
さ
れ
、
清
冽
で
澄
ん
だ
心

境
を
読
者
に
提
示
す
る
こ
と
に
な
る
。 

こ
の
『
仮
幻
』
は
作
者
が
生
前
編
ん
だ
最
後
の
句
集
に
な
る
。
私
の
記
憶
に
も
新
し
い

作
品
が
た
く
さ
ん
あ
る
。
と
き
お
り
、
八
束
の
姿
が
す
ー
っ
と
思
い
浮
か
ぶ
よ
う
な
作
に

出
合
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
と
き
は
、
懐
か
し
さ
で
私
の
選
句
基
準
も
や
や
甘
く
な
る
。
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そ
れ
で
は
恩
師
に
失
礼
か
と
思
い
、
句
を
絞
っ
て
い
る
が
、
今
日
の
よ
う
な
句
に
は
や
は

り
懐
か
し
さ
が
先
に
立
っ
て
し
ま
う
の
を
抑
え
る
こ
と
は
難
し
い
。 

 

羽
ひ
ろ
げ
歩
み
て
翔た

た
ぬ
鶴
に
雪 

 
 

 
 

 

（
平
成
四
年
） 

 

羽
を
広
げ
て
歩
み
は
す
る
が
、
飛
び
立
た
な
い
鶴
。
そ
こ
に
は
激
し
く
雪
が
降
り
か
か

る
の
だ
ろ
う
。
鶴
に
す
れ
ば
、
一
日
く
ら
い
飛
び
立
た
な
く
て
も
別
段
な
ん
の
異
常
に
は

至
ら
な
い
だ
ろ
う
が
、
八
束
の
方
は
、
雪
に
よ
っ
て
自
重
を
強
い
ら
れ
る
鶴
の
行
動
に
接

し
て
、
自
分
の
状
況
に
重
な
る
イ
メ
ー
ジ
を
感
じ
取
っ
て
、
こ
の
鶴
に
こ
こ
ろ
を
寄
せ
て

い
る
。
鶴
の
白
い
色
が
、
降
り
積
む
雪
に
よ
っ
て
さ
ら
に
白
い
色
の
広
が
り
中
に
塗
り
込

め
ら
れ
て
し
ま
う
か
の
よ
う
だ
。
八
束
の
胸
中
山
河
の
中
に
は
、
雪
に
降
り
こ
め
ら
れ
て

飛
び
立
て
な
い
鶴
も
た
し
か
に
棲
み
始
め
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。 

 

そ
ら
ご
と
の
詩
を
詠
み
を
り
海
鼠
喰
ふ 

 
 

 

（
平
成
四
年
） 

 

先
の
作
に
続
い
て
の
海
鼠
の
句
。
こ
ち
ら
は
、
自
分
を
海
鼠
に
重
ね
る
の
で
は
な
く
、

海
鼠
を
喰
っ
て
し
ま
う
。
日
常
は
「
そ
ら
ご
と
」
の
詩
を
詠
む
ば
か
り
で
、
手
応
え
な
く

空
し
い
気
持
ち
も
感
じ
る
こ
と
も
時
折
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
う
い
う
毎
日
を
過
ご
し
な

が
ら
、
海
鼠
を
喰
う
。
海
鼠
を
喰
う
行
為
の
方
が
確
か
な
実
感
を
得
る
か
の
よ
う
な
下
五

の
あ
し
ら
い
方
が
お
も
し
ろ
い
。 

こ
の
世
の
も
の
は
、
大
方
「
そ
ら
ご
と
」
に
違
い
な
く
、
み
ず
か
ら
の
句
も
い
つ
か
は

こ
の
世
か
ら
跡
形
も
な
く
消
え
失
せ
る
。
そ
ん
な
は
か
な
さ
を
思
い
な
が
ら
、
そ
れ
で
も

八
束
は
「
そ
ら
ご
と
」
の
中
か
ら
と
ど
い
て
く
る
詩
の
真
実
に
人
生
を
賭
け
て
い
た
の
だ

っ
た
。
だ
か
ら
時
に
は
海
鼠
と
い
う
実
体
の
あ
る
生
命
を
食
ら
う
こ
と
も
必
要
な
の
で
は

な
か
っ
た
か
。
も
ち
ろ
ん
、「
海
鼠
」
と
は
実
体
で
あ
る
と
同
時
に
、
上
澄
み
の
詩
の
下
層

を
な
す
醜
（
し
こ
）
多
き
混
沌
の
中
を
逞
し
く
生
き
る
原
始
的
生
命
の
暗
喩
で
も
あ
る
。 

 

か
へ
る
さ
の
鶴
は
艶
冶
に
見
ら
れ
け
り 

 
 

 

（
平
成
四
年
） 

 

鶴
の
帰
る
の
を
ま
だ
実
際
に
見
た
こ
と
が
な
い
が
、
疲
労
し
た
身
を
癒
し
な
が
ら
き
び

し
い
冬
を
乗
り
切
っ
た
春
の
鶴
は
、
羽
の
艶
も
戻
り
さ
ぞ
美
し
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。「
う
つ

く
し
い
」
と
い
う
表
現
は
い
く
ら
で
も
あ
る
が
、
八
束
は
こ
こ
に
「
艶
冶
」
と
言
う
語
を

選
択
し
た
。
鶴
の
恩
返
し
の
お
つ
う
は
羽
抜
け
鳥
み
た
い
な
さ
ま
に
な
り
果
て
て
飛
び
去

っ
た
が
、
こ
の
句
の
鶴
は
し
っ
と
り
感
が
戻
っ
て
い
て
、
春
の
う
ら
ら
か
な
日
差
し
を
浴
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び
な
が
ら
飛
翔
す
る
の
は
、
息
を
の
む
ほ
ど
官
能
的
な
姿
に
違
い
な
い
。 

表
現
的
に
は
、「
艶
冶
」
と
い
う
語
を
浮
き
立
た
せ
な
い
た
め
に
、
上
五
に
「
か
へ
る
さ

の
」
と
軽
妙
で
や
や
古
風
な
言
い
回
し
で
一
句
を
始
め
て
い
る
。
特
に
、
こ
の
「
さ
」
の

使
い
方
は
さ
す
が
に
八
束
ら
し
く
熟
練
の
味
わ
い
が
あ
る
。
現
代
俳
句
を
切
り
拓
い
た
八

束
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
ベ
ー
ス
に
は
三
好
達
治
を
は
じ
め
多
く
の
文
人
・
詩
人
か
ら
吸
収

し
た
確
か
な
日
本
語
の
語
彙
が
あ
っ
た
こ
と
を
、
我
々
は
も
っ
と
真
剣
に
考
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

 

余
生
白
く
け
む
り
て
見
ゆ
る
海
鼠
喰
ふ 

 
 

 

（
平
成
四
年
） 

 

「
余
生
が
白
く
け
む
る
」
と
は
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
な
の
だ
ろ
う
か
。
私
自
身
は
、

龍
宮
の
玉
手
箱
を
開
け
た
と
き
の
も
う
も
う
と
し
た
煙
と
い
う
の
で
は
な
く
、
霧
の
降
り

込
め
る
仙
人
の
谷
の
よ
う
な
白
さ
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
が
、
読
者
に
よ
っ
て
さ
ま

ざ
ま
な
受
け
取
り
方
が
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
「
白
」
は
清
純
無
垢
の
白
で

は
な
い
。
余
生
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
を
遮
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
「
邪
魔
な
」
白
の
イ
メ

ー
ジ
で
あ
る
に
違
い
な
い
。 

八
束
は
、
そ
ん
な
余
生
を
見
遣
り
な
が
ら
、
観
念
し
た
か
の
よ
う
に
、
あ
る
い
は
腹
を

括
っ
た
か
の
よ
う
に
、
悠
然
と
「
海
鼠
」
に
舌
鼓
を
打
っ
て
い
る
と
い
う
の
だ
。
海
鼠
自

体
も
紛
れ
の
な
い
存
在
感
が
あ
る
が
、
そ
れ
を
食
ら
っ
て
い
る
八
束
の
輪
郭
も
そ
れ
に
負

け
な
い
太
さ
が
あ
る
で
は
な
い
か
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
八
束
の
存
在
感
も
、
余
生
の

白
い
け
む
り
の
中
に
や
が
て
は
包
ま
れ
て
し
ま
う
に
違
い
な
い
。
海
鼠
と
い
う
滑
稽
な
生

き
物
を
介
し
て
、
不
可
解
な
余
生
を
詩
的
に
イ
メ
ー
ジ
化
し
た
独
自
の
世
界
が
こ
こ
に
は

展
開
さ
れ
て
い
る
。 

 

ナ
イ
ル
河
の
金
の
睡
蓮
ひ
ら
き
け
り 

 
 

 
 

（
平
成
四
年
） 

 

ナ
イ
ル
河
と
い
う
の
は
、
ど
の
よ
う
な
大
河
な
の
で
あ
ろ
う
。
い
ち
ど
訪
ね
て
み
た
い

気
が
す
る
が
、
こ
こ
で
は
八
束
の
一
連
の
句
か
ら
勝
手
に
イ
メ
ー
ジ
す
る
し
か
な
い
。〈
暑

地
獄
の
大
河
ナ
イ
ル
の
三
角
帆
〉〈
渦
巻
け
る
ナ
イ
ル
の
岸
の
ジ
ャ
ス
ミ
ン
花
〉
な
ど
の
同

時
作
か
ら
は
、
上
掲
の
金
の
睡
蓮
は
、
暑
地
獄
の
濁
流
の
中
に
咲
き
ひ
ら
く
設
定
に
な
っ

て
い
る
。
西
欧
風
の
モ
ネ
の
睡
蓮
や
、
日
本
の
仏
教
的
な
睡
蓮
と
は
異
な
っ
た
雰
囲
気
の
、

よ
り
原
始
的
な
黄
金
の
力
強
い
睡
蓮
が
こ
こ
に
は
描
か
れ
て
い
る
の
だ
。
そ
し
て
、
エ
ジ

プ
ト
の
人
た
ち
に
と
っ
て
は
、
こ
の
黄
金
の
睡
蓮
は
紛
れ
も
な
く
エ
ジ
プ
ト
王
室
の
紋
章

で
あ
る
と
同
時
に
、
永
遠
の
夢
と
し
て
の
彼
の
世
の
荘
厳
世
界
を
塗
り
込
め
る
黄
金
で
も

あ
っ
た
。
濁
流
の
中
に
力
強
く
ひ
ら
く
ナ
イ
ル
河
の
睡
蓮
は
、
八
束
を
古
代
に
連
れ
去
っ
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た
の
で
あ
ろ
う
か
。
仮
幻
と
い
う
に
ふ
さ
わ
し
い
時
空
を
呼
び
だ
す
句
で
は
な
い
か
。 

 

水
車
廻
す
驢
馬
炎
天
を
め
ぐ
り
を
り 

 
 

 
 

（
平
成
四
年
） 

 

水
車
を
廻
す
に
驢
馬
を
動
力
と
し
て
用
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
驢
馬
は
文
句
も
言
わ
ず
、

黙
々
と
同
じ
場
所
を
何
度
も
回
り
続
け
て
い
る
。
古
代
の
奴
隷
の
姿
は
消
え
た
が
、
代
わ

り
に
驢
馬
が
こ
き
使
わ
れ
て
い
る
と
い
う
次
第
。
こ
の
驢
馬
に
自
分
の
人
生
の
暗
喩
を
感

じ
取
っ
た
と
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
句
か
ら
は
、
別
に
エ
ジ
プ
ト
と
限
定
で
き

な
い
が
、
そ
れ
は
た
い
し
た
問
題
で
は
な
い
。
炎
天
の
下
に
、
驢
馬
が
水
車
を
回
し
続
け

る
風
景
は
、
中
国
で
も
イ
タ
リ
ア
で
も
日
本
で
も
ど
こ
で
も
よ
い
。
や
や
寓
意
的
な
側
面

が
強
く
感
じ
ら
れ
る
作
で
も
あ
る
が
、
普
遍
的
共
感
に
彩
ら
れ
た
永
遠
的
な
情
景
と
も
言

え
よ
う
。 

 

顔
つ
つ
み
駱
駝
に
乗
れ
ば
影
が
炎
ゆ 

 
 

 
 

（
平
成
四
年
） 

 

「
顔
つ
つ
み
」
と
い
う
の
は
、
も
ち
ろ
ん
炎
熱
か
ら
皮
膚
を
保
護
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
駱
駝
に
乗
っ
て
み
る
と
、
顔
は
よ
い
に
し
て
も
、
地
に
落
と
し
た
自
分

の
影
が
炎
え
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
と
い
う
の
だ
。
自
分
の
分
身
の
影
が
燃
え
上
が
る
よ

う
に
感
じ
た
と
い
う
の
は
、
直
接
自
分
の
身
が
炎
熱
に
包
ま
れ
る
よ
り
も
よ
り
強
烈
な
イ

ン
パ
ク
ト
を
生
む
。
一
句
と
し
て
は
、
や
や
散
文
的
な
印
象
を
否
め
な
い
が
、
そ
れ
に
し

て
も
「
影
が
炎
え
る
」
と
は
面
白
い
発
想
だ
と
思
う
。 

 

帆
を
張
り
し
と
き
ナ
イ
ル
河
夕
焼
け
し 

 
 

 

（
平
成
四
年
） 

 

印
象
鮮
明
な
句
で
、
特
に
写
生
派
に
は
人
気
の
あ
り
そ
う
な
句
。
船
が
帆
を
い
っ
ぱ
い

に
張
っ
た
と
き
、
大
河
に
も
夕
焼
け
が
染
み
わ
た
る
。
そ
し
て
、
そ
の
夕
焼
け
色
が
、
帆

を
も
染
め
て
い
る
。
帆
を
張
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
夕
焼
け
の
断
片
が
一
つ
増
え
た
の
だ
。

た
ぶ
ん
、
そ
の
よ
う
な
風
景
で
あ
ろ
う
。
こ
の
句
に
つ
い
て
は
、
発
想
は
よ
い
と
思
う
が
、

「
し
」
の
使
い
方
は
こ
れ
で
よ
い
の
か
と
い
う
疑
問
は
残
る
。
実
際
、
一
読
し
た
と
き
に
、

私
に
は
一
句
の
中
で
時
制
が
マ
ジ
ッ
ク
ミ
ラ
ー
に
映
っ
た
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
。
も
ち
ろ

ん
、
俳
句
的
語
法
と
し
て
許
容
範
囲
を
広
く
と
れ
ば
、
さ
ほ
ど
の
問
題
で
は
な
い
か
も
し

れ
な
い
が
、
他
に
書
き
方
は
な
か
っ
た
の
か
ど
う
か
。
微
妙
な
問
題
を
抱
え
た
ま
ま
私
の

胸
の
中
に
棲
み
つ
い
て
い
る
句
で
も
あ
る
。 
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八
百
杉
に
力
の
張
り
て
北
風
咆ほ

え
る 

 
 

 
 

（
平
成
四
年
） 

 

「
Ｎ
Ｈ
Ｋ
「
俳
句
」
の
記
者
と
隠
岐
行 

十
九
句
」
と
前
書
き
が
あ
る
中
の
一
句
。
こ

の
八
百
杉
と
は
、
玉
若
酢
命
神
社
の
境
内
に
あ
る
。
樹
齢
二
千
年
と
も
言
わ
れ
る
が
、
巨

大
な
妖
し
い
雰
囲
気
を
漂
わ
せ
る
老
木
だ
。
も
ち
ろ
ん
国
の
天
然
記
念
物
。
そ
の
昔
、
若

狭
の
国
か
ら
や
っ
て
来
た
不
老
の
八
百
比
丘
尼
が
植
え
た
と
い
う
伝
説
の
あ
る
杉
で
も
あ

る
。
こ
の
杉
の
深
く
抱
え
る
い
の
ち
を
私
も
詠
も
う
と
試
み
た
が
、
な
か
な
か
う
ま
く
い

か
な
か
っ
た
。
そ
の
頃
に
こ
の
句
に
接
し
て
共
感
し
た
思
い
出
が
あ
る
。
北
風
に
立
ち
向

か
っ
て
い
く
八
百
杉
こ
そ
、
荒
々
し
い
凄
絶
な
老
い
の
姿
を
映
し
て
い
る
で
は
な
い
か
。

異
様
と
威
厳
と
が
備
わ
っ
た
よ
う
な
大
杉
は
、
隠
岐
の
島
を
ど
こ
ま
で
見
渡
し
て
い
る
の

だ
ろ
う
か
。 

余
談
だ
が
、
こ
の
杉
の
木
に
耳
を
当
て
る
と
、
寝
て
い
る
間
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
て
し
ま

っ
た
大
蛇
の
い
び
き
が
聞
こ
え
る
と
い
う
言
い
伝
え
が
あ
る
そ
う
だ
。
蛇
だ
け
で
な
く
、

鳥
や
小
動
物
や
、
い
ろ
い
ろ
と
棲
息
し
て
い
そ
う
な
生
気
に
満
ち
た
表
情
を
見
せ
る
こ
と

も
あ
る
こ
の
木
が
懐
か
し
い
。「
咆
え
る
」
は
、
本
来
文
語
な
ら
ば
「
咆
ゆ
」
か
と
思
う
が
、

こ
こ
は
口
語
的
な
勢
い
を
重
ん
じ
た
の
だ
と
思
う
。 

 

光
り
を
胸
に
二
月
礼
者
と
な
り
に
け
り 

 
 

 

（
平
成
五
年
） 

 

二
月
礼
者
と
い
う
の
は
、
新
年
に
は
公
演
な
ど
で
忙
し
い
芸
人
や
料
理
人
な
ど
が
、
一

息
つ
け
る
二
月
に
な
っ
て
改
め
て
新
年
の
挨
拶
ま
わ
り
を
す
る
こ
と
ら
し
い
。
八
束
も
正

月
は
忙
し
か
っ
た
の
か
。
た
ぶ
ん
大
き
な
仕
事
の
原
稿
執
筆
に
追
わ
れ
て
い
た
の
か
も
し

れ
な
い
。
よ
う
や
く
原
稿
も
仕
上
が
り
、
役
者
よ
ろ
し
く
二
月
礼
者
を
す
る
よ
う
な
気
分

だ
と
言
う
の
で
あ
ろ
う
。「
光
り
を
胸
に
」
と
は
少
々
気
障
な
ポ
ー
ズ
を
感
じ
な
い
わ
け
で

も
な
い
が
、
正
月
早
々
ひ
と
仕
事
を
し
遂
げ
た
喜
び
が
希
望
に
つ
な
が
っ
て
、
「
光
り
を
」

胸
に
呼
び
込
ん
だ
の
に
違
い
な
い
。「
二
月
礼
者
」
と
い
う
珍
し
い
季
語
を
巧
み
に
捌
い
た

句
だ
と
思
う
。 

 

彼
方
な
る
筐
に
花
の
世
あ
り
と
せ
ば 

 
 

 
 

（
平
成
五
年
） 

 

「
鈴
木
亨
詩
集
『
歳
月
』
の
歌
仙
に
付
け
る
」
と
前
書
が
あ
る
よ
う
に
、
完
結
は
せ
ず

次
の
付
け
を
待
つ
よ
う
な
開
い
た
文
体
に
な
っ
て
い
る
。
独
立
し
た
一
句
と
し
て
読
む
と

き
に
、
こ
の
前
書
を
外
す
と
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
句
意
は
、「
彼
方
の
花
籠
に
花
の
世

が
あ
る
と
し
た
ら
・
・
・
」
と
で
も
な
ろ
う
か
。
八
束
の
脳
裏
に
は
、
は
る
か
に
浮
き
上
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が
る
よ
う
に
さ
く
ら
の
降
り
込
め
る
時
空
が
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
が
す
っ
ぽ
り
と
花
籠
の
さ

ま
に
思
え
る
の
だ
ろ
う
。
さ
て
、
そ
の
よ
う
な
彼
の
世
で
あ
れ
ば
、
さ
て
い
か
に
。
と
、

こ
こ
ま
で
が
こ
の
句
の
一
句
独
立
の
読
み
の
範
囲
か
と
思
う
。 

で
も
、
せ
っ
か
く
だ
か
ら
、
あ
と
少
し
勇
み
足
を
楽
し
ん
で
お
き
た
い
。
八
束
の
好
み

を
察
す
る
に
、
思
い
は
三
好
達
治
の
詩
集
『
花
筐
』
を
巡
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
彼

の
世
に
は
、
亡
き
三
好
詩
人
や
多
く
の
文
人
が
い
る
。
そ
こ
が
花
の
世
に
な
っ
て
い
る
な

ら
ば
、
さ
ぞ
愉
し
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
と
思
い
遣
り
な
が
ら
、
亡
き
知
友
た
ち
を
偲
ん
で

い
る
の
だ
と
思
う
。
こ
の
部
分
は
、
近
親
者
故
の
深
読
み
と
な
る
怖
れ
も
あ
る
が
・
・
・
。 

 

天
の
旅
人
呼
ぶ
象
潟
の
山
ざ
く
ら 

 
 

 
 

 

（
平
成
五
年
） 

 

「
象
潟
に
て
衛
星
放
送
に
出
講 

二
句
」
と
の
前
書
の
あ
る
第
一
句
。
象
潟
は
、
芭
蕉

の
み
な
ら
ず
、
西
行
、
さ
ら
に
は
能
因
と
、
重
層
的
な
「
歌
枕
」
の
体
を
な
し
て
い
る
。

私
も
何
度
か
訪
ね
た
こ
と
が
あ
る
が
、
ど
こ
か
北
辺
の
地
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
透
明
感
が

あ
っ
て
引
き
込
ま
れ
る
。
別
次
元
の
時
空
に
す
っ
ぽ
り
と
い
つ
で
も
入
っ
て
い
け
る
よ
う

な
土
地
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
仲
立
を
し
て
く
れ
る
の
が
芭
蕉
や
西
行
な
ど

の
作
品
で
あ
る
。 

こ
の
八
束
の
句
は
、
も
ち
ろ
ん
西
行
の
〈
象
潟
の
桜
は
波
に
埋
れ
て
花
の
上
漕
ぐ
海
士

の
釣
り
舟
〉
へ
の
挨
拶
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
る
に
違
い
な
い
。「
天
の
旅
人
」
は
、
芭
蕉
、

西
行
、
能
因
な
ど
を
思
い
浮
か
べ
て
の
こ
と
だ
ろ
う
。
象
潟
に
咲
き
満
ち
る
謂
れ
あ
る
山

ざ
く
ら
。
む
か
し
徒
歩
で
象
潟
ま
で
や
っ
て
き
た
芭
蕉
を
は
じ
め
と
す
る
旅
人
た
ち
は
、

い
ま
や
天
上
に
あ
っ
て
、
こ
の
山
桜
を
介
し
て
、
八
束
を
招
く
か
の
よ
う
に
呼
び
か
け
て

く
る
。
そ
の
声
が
幻
聴
の
よ
う
に
届
い
て
く
る
と
の
意
で
あ
ろ
う
。 

地
上
の
旅
人
と
い
う
も
の
が
あ
れ
ば
、
一
方
に
天
上
の
旅
人
と
い
う
も
の
も
あ
る
か
も

し
れ
な
い
。
そ
の
旅
路
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
想
像
を
ふ
と
楽

し
み
た
く
な
る
よ
う
な
一
句
。 

 

麦
を
焼
く
燎
原
の
火
は
夜
を
匍は

へ
り 

 
 

 
 

（
平
成
五
年
） 

 

中
国
に
古
窯
を
訪
ね
た
折
の
作
。
「
太
原
市
よ
り
陜
西
省
に
入
る
」
と
の
前
書
が
あ
る
。

「
燎
原
の
火
」
と
は
、「
火
の
勢
い
が
盛
ん
で
防
ぎ
と
め
ら
れ
な
い
こ
と
。
ま
た
、
甚
だ
し

い
勢
い
で
広
が
っ
て
ゆ
く
さ
ま
の
た
と
え
」
（
小
学
館
『
現
代
漢
語
例
解
辞
典
』
）
の
意
。 

「
麦
焼
き
」
と
は
、
麦
打
ち
の
あ
と
の
麦
わ
ら
屑
な
ど
を
燃
や
す
の
で
、
そ
れ
ほ
ど
勢

い
が
よ
い
と
は
思
え
な
い
が
、
歳
時
記
の
例
句
に
〈
麦
穂
焼
炎
の
は
や
り
て
は
舞
ひ
に
け

り 

飯
田
蛇
笏
〉〈
麦
焼
の
阿
修
羅
の
如
く
火
を
く
ぐ
り 

山
口
青
邨
〉
な
ど
も
あ
る
か
ら
、
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炎
が
育
つ
と
き
も
あ
る
の
だ
ろ
う
。 

八
束
の
句
は
、
中
国
ら
し
く
い
か
に
も
広
大
。
夜
に
な
っ
て
も
火
勢
は
衰
え
る
様
子
も

な
く
、
夜
の
底
を
匍
い
ま
わ
っ
て
い
る
。
古
代
よ
り
幾
た
び
と
な
く
戦
乱
を
繰
り
返
し
て

き
た
、
そ
の
戦
火
の
イ
メ
ー
ジ
も
重
な
る
。「
夜
を
匍
へ
り
」
と
は
、
炎
が
生
き
物
に
な
っ

て
夜
の
麦
畑
を
舐
め
て
い
る
よ
う
で
妖
し
い
雰
囲
気
も
あ
る
。 

 

落
葉
焚
く
湖
に
余
波

な

ご

り

の
風
立
て
り 

 
 

 
 

 

（
平
成
五
年
） 

  

湖
の
ほ
と
り
で
落
葉
を
焚
い
て
い
る
と
、
そ
の
余
波
を
受
け
た
か
の
よ
う
に
湖
に
風
が

立
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
自
ら
の
心
境
を
に
じ
ま
せ
な
が
ら
も
し
ず
か
な
晩
年

の
風
景
と
し
て
の
味
わ
い
が
あ
る
。
八
束
に
は
す
で
に
〈
風
の
余
燼
の
落
葉
月
夜
と
な
り

け
ら
し
〉〈
落
葉
焚
き
ゐ
て
さ
ざ
な
み
を
感
じ
を
り
〉
と
い
う
代
表
句
が
あ
る
が
、
上
掲
の

句
も
さ
ざ
な
み
に
立
つ
光
が
胸
中
に
も
た
だ
よ
う
よ
う
な
透
明
感
が
あ
る
。「
な
ご
り
」
と

い
う
一
語
は
一
見
凝
り
す
ぎ
の
よ
う
な
気
も
し
た
が
、
繰
り
返
し
読
む
う
ち
に
句
全
体
の

ト
ー
ン
を
ま
と
め
て
い
て
な
か
な
か
巧
み
な
措
辞
で
は
な
い
か
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。 

 

い
か
さ
ま
に
世
は
動
き
を
り
海
鼠
喰
ふ 

 
 

 

（
平
成
五
年
） 

 

「
こ
の
世
は
舞
台
」
、
そ
の
世
は
い
か
さ
ま
で
動
い
て
い
る
。
そ
ん
な
も
の
か
も
し
れ
な

い
と
我
々
は
半
ば
や
り
過
ご
し
距
離
を
置
い
て
自
衛
し
て
い
る
の
が
普
通
だ
が
、
八
束
の

心
中
の
怒
り
は
何
に
向
け
ら
れ
て
い
た
の
か
。
具
体
的
に
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
世

を
睥
睨
し
な
が
ら
一
人
こ
も
っ
て
海
鼠
を
喰
っ
て
い
る
。 

か
つ
て
雅
馴
を
目
ざ
し
て
き
た
作
家
に
し
て
は
、「
い
か
さ
ま
」
と
い
う
語
は
あ
ま
り
に

も
露
わ
だ
。
八
束
の
口
か
ら
こ
の
よ
う
な
語
は
聞
き
た
く
な
い
と
思
う
観
客
も
多
い
こ
と

だ
ろ
う
。
や
り
場
な
く
怺
え
き
れ
な
い
鬱
屈
を
、
そ
れ
で
も
吐
き
出
さ
ず
に
い
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
晩
年
は
、
人
生
の
あ
り
方
と
し
て
は
重
く
れ
た
老
獪
か
つ
哀
切
な
も
の
を
感
じ

る
が
、
八
束
は
「
海
鼠
」
を
喰
う
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
滑
稽
を
演
じ
た
。
こ
の
演
出
に
は

賛
否
あ
る
だ
ろ
う
が
、
こ
の
海
鼠
は
濁
世
へ
の
生
贄
で
あ
り
、
八
束
の
心
中
に
棲
む
暗
鬱

の
化
身
に
ち
が
い
な
い
。 

 

手
に
齢
を
と
り
て
手
を
出
す
狸
汁 

 
 

 
 

 

（
平
成
五
年
） 

 

こ
の
句
も
前
述
の
〈
い
か
さ
ま
に
世
は
動
き
を
り
海
鼠
喰
ふ
〉
に
似
た
人
事
風
刺
の
句

で
あ
ろ
う
が
、
そ
こ
に
自
ら
の
「
老
い
の
手
」
を
か
ぶ
せ
て
詠
ん
だ
と
こ
ろ
に
一
句
の
奥
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行
き
が
生
ま
れ
た
。
私
自
身
は
、
古
い
ど
て
ら
で
も
着
て
い
る
か
の
よ
う
な
こ
の
種
の
人

事
句
は
苦
手
で
あ
る
。
ど
こ
か
古
い
世
界
の
匂
い
に
引
か
れ
て
し
ま
っ
た
ら
最
後
、
詩
の

出
口
に
辿
り
つ
け
な
く
な
り
そ
う
に
感
じ
ら
れ
て
し
ま
う
の
だ
。
近
代
的
感
覚
か
ら
は
い

っ
た
ん
離
れ
て
、
八
束
は
あ
え
て
滑
稽
の
世
界
に
こ
の
句
を
展
開
さ
せ
た
。
老
獪
な
匂
い

の
中
に
、
加
齢
の
醜
さ
と
哀
し
み
が
伝
わ
っ
て
く
る
よ
う
な
き
わ
め
て
人
間
臭
い
作
だ
。 

蛇
足
か
も
し
れ
な
い
が
、
哀
切
な
テ
ー
マ
を
歌
う
一
方
で
、
リ
ズ
ム
よ
く
Ｔ
音
を
畳
み

か
け
て
音
韻
的
に
は
沈
ま
ぬ
よ
う
に
す
る
バ
ラ
ン
ス
感
覚
が
、
こ
の
句
の
巧
み
な
と
こ
ろ

で
は
な
い
か
。 

 

雪
の
上
に
裾
を
ま
く
り
し
家
鴨
か
な 

 
 

 
 

（
平
成
五
年
） 

  

雪
が
深
い
の
で
、
濡
れ
な
い
よ
う
に
「
ち
ょ
っ
と
失
礼
！
」
と
裾
を
ま
く
り
上
げ
て
家

鴨
が
進
む
。
な
ん
と
も
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
風
景
だ
。
そ
れ
と
同
時
に
、「
裾
を
ま
く
り
し
」
と

言
う
表
現
が
、
家
鴨
の
歩
み
方
を
的
確
に
と
ら
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
句
を
一
度
読
ん

で
し
ま
う
と
、
家
鴨
は
ど
れ
も
裾
を
ま
く
り
上
げ
て
歩
き
合
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
し

ま
う
。「
雪
の
」「
上
に
」「
裾
を
」
ま
で
の
も
ご
も
ご
と
こ
も
っ
た
よ
う
な
音
韻
か
ら
始
ま

っ
て
、
次
の
「
ま
」
の
Ａ
音
か
ら
こ
の
句
は
急
に
あ
か
る
く
朗
ら
か
な
雰
囲
気
を
ま
と
う

よ
う
に
な
る
。
雪
と
は
言
っ
て
も
、
和
ら
い
だ
八
束
の
目
と
心
が
感
じ
ら
れ
て
私
の
好
き

な
句
の
一
つ
で
も
あ
る
。 

 

う
た
ま
く
ら
玉
と
抱
き
ゐ
る
初
湯
か
な 

 
 

 

（
平
成
六
年
） 

  

う
た
ま
く
ら
と
言
っ
て
も
、
こ
の
句
の
場
合
は
「
俳
枕
」
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
か
も

し
れ
な
い
が
、
と
も
あ
れ
初
湯
に
し
ず
か
に
浸
か
り
な
が
ら
、
あ
れ
こ
れ
訪
ね
て
き
た
歌

枕
や
俳
枕
な
ど
を
ゆ
っ
く
り
と
振
り
返
り
、
ま
た
こ
れ
か
ら
訪
ね
た
い
も
の
に
胸
を
と
き

め
か
せ
る
。
そ
ん
な
「
う
た
ま
く
ら
」
を
玉
の
よ
う
に
た
い
せ
つ
に
胸
中
に
転
が
し
て
い

る
の
は
、
歌
人
や
俳
人
の
い
ち
ば
ん
贅
沢
な
時
間
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
「
う
た
ま
く
ら
」

の
中
に
、
日
本
だ
け
で
は
な
く
、
欧
州
や
中
国
、
エ
ジ
プ
ト
な
ど
海
外
も
入
っ
て
い
る
の

が
八
束
の
特
色
で
も
あ
ろ
う
か
。
ひ
と
と
き
の
く
つ
ろ
ぎ
が
初
湯
か
ら
あ
ふ
れ
出
し
て
い

る
か
の
よ
う
に
、
こ
の
句
も
明
る
い
Ａ
音
が
多
い
。 

 

潮
凍

し

お

雲て

く
る
越こ

し

の
岬
の
雪
中
花 

 
 

 
 

 
 

（
平
成
六
年
） 

 

何
句
か
前
の
句
の
後
註
に
「
雪
中
花
は
越
前
岬
に
咲
く
野
生
の
水
仙
」
あ
る
が
、
こ
の
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句
の
「
雪
中
花
」
も
同
様
の
水
仙
を
指
す
。
私
も
北
陸
の
海
は
好
き
な
の
で
大
分
足
を
運

ん
だ
が
、
越
前
の
越
廼
（
こ
し
の
）
あ
た
り
の
水
仙
は
海
に
面
し
た
岬
の
断
崖
を
の
ぼ
り

詰
め
る
よ
う
に
可
憐
に
力
強
く
咲
き
満
ち
て
い
て
、
そ
の
色
香
の
清
浄
さ
と
と
も
に
圧
倒

さ
れ
た
。
雪
が
降
り
か
か
る
日
に
訪
ね
た
こ
と
も
あ
る
が
、「
雪
中
花
」
と
は
ま
こ
と
に
野

生
の
中
の
可
憐
な
生
命
力
に
ふ
さ
わ
し
い
と
思
っ
た
も
の
だ
。
越
の
水
仙
を
一
度
見
た
ら
、

も
う
他
の
地
の
水
仙
な
ど
ど
う
で
も
よ
い
よ
う
な
気
に
さ
え
な
っ
て
し
ま
う
。
八
束
が
越

の
水
仙
を
鍾
愛
し
た
理
由
も
分
か
る
気
が
す
る
。 

ま
た
、
こ
の
句
で
は
、
上
五
の
「
潮
凍
雲
」（
し
お
て
）
と
い
う
風
土
語
に
も
着
目
し
た

い
。
冬
の
時
期
に
は
海
の
方
か
ら
、
雪
雲
や
凍
雲
が
厚
く
押
し
寄
せ
て
き
て
と
ど
ま
る
が
、

そ
の
雲
を
「
し
お
て
」
と
い
う
ら
し
い
。
こ
の
し
っ
と
り
と
し
た
た
か
な
韻
き
の
中
に
も
、

海
か
ら
立
ち
上
っ
て
く
る
湿
気
の
多
さ
と
そ
の
雲
の
ひ
ろ
が
り
を
伝
わ
る
。 

地
方
語
を
俳
句
に
生
か
す
の
は
、
と
か
く
マ
ニ
ア
ッ
ク
で
独
り
よ
が
り
に
陥
り
や
す
く
、

他
の
語
と
の
バ
ラ
ン
ス
が
う
ま
く
保
て
な
い
場
合
が
多
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
八
束
の
よ

う
に
全
国
を
く
ま
な
く
歩
い
て
い
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
風
土
を
代
表
す
る
よ
う
な
方
言
が

く
っ
き
り
見
え
て
く
る
の
だ
ろ
う
。
八
束
の
方
言
を
活
か
し
た
句
は
、
い
つ
も
練
り
込
ま

れ
た
文
脈
の
中
に
地
方
性
を
豊
か
に
感
じ
さ
せ
る
土
着
の
言
葉
が
自
然
に
嵌
め
込
ま
れ
て

い
て
、
揺
る
ぎ
な
く
無
理
が
感
じ
ら
れ
な
い
。
し
か
も
、
こ
の
句
で
も
「
し
お
て
」
が
浮

足
立
た
な
い
よ
う
に
、
他
の
部
分
に
も
Ｓ
音
の
音
韻
的
な
サ
ポ
ー
ト
が
な
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
も
注
目
し
た
い
。 

 

し
づ
け
さ
に
凍
る
御
霊

み

た

ま

の
う
す
明
り 

 
 

 
 

（
平
成
六
年
） 

 

「
二
月
八
日
畏
友
安
西
均
詩
人
逝
く
」
と
の
前
書
が
あ
る
。
私
も
詩
人
安
西
均
の
晩
年

に
何
度
か
お
目
に
か
か
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
あ
れ
は
「
秋
」
の
同
人
の
句
集
刊
行
祝
賀
会

の
二
次
会
で
あ
っ
た
か
、
生
ま
れ
故
郷
の
筑
紫
の
菜
殻
火
の
様
子
を
、
大
き
な
手
振
り
を

交
え
て
語
っ
て
く
だ
さ
っ
た
こ
と
が
印
象
に
残
っ
て
い
る
。
と
に
か
く
も
う
も
う
と
炎
と

煙
が
空
ま
で
い
っ
ぱ
い
に
立
ち
上
っ
て
、
昼
な
の
に
薄
暗
く
な
っ
て
し
ま
う
ら
し
い
。
そ

の
頃
は
、
精
悍
で
ダ
ン
デ
ィ
ー
な
詩
人
と
い
う
印
象
が
強
か
っ
た
。 

 

こ
の
句
は
一
句
独
立
と
し
て
読
む
と
、
し
ず
か
な
凍
て
つ
く
夜
に
迎
え
た
臨
終
風
景
が

思
い
浮
か
ぶ
。
息
を
引
き
取
っ
た
ば
か
り
の
仏
に
は
、
ま
だ
「
御
霊
」（
み
た
ま
）
が
う
す

明
り
を
ま
と
っ
て
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
霊
は
や
が
て
凍
り
つ
く
闇
夜
を
立
ち
昇
っ
て

い
く
の
だ
ろ
う
。
凍
り
つ
く
よ
う
な
闇
に
も
う
す
明
り
を
ま
と
っ
て
い
る
「
御
霊
」
を
捉

え
た
と
こ
ろ
に
、
重
苦
し
い
臨
終
の
中
の
わ
ず
か
な
救
い
が
感
じ
ら
れ
る
。「
御
霊
」
と
い

う
表
現
に
は
、
死
者
へ
の
尊
敬
の
気
持
ち
も
こ
も
っ
て
い
る
。 

も
ち
ろ
ん
大
胆
な
詩
的
感
興
を
呼
び
起
こ
す
も
の
が
例
外
的
に
あ
っ
て
も
よ
い
が
、
下

手
に
奇
異
を
衒
っ
た
よ
う
な
も
の
よ
り
は
、
追
悼
句
は
い
く
ぶ
ん
類
型
的
で
あ
っ
て
も
重
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た
い
挽
歌
で
一
向
に
か
ま
わ
な
い
と
私
は
思
っ
て
い
る
。
誤
解
を
恐
れ
ず
に
言
え
ば
、
死

の
直
後
の
追
悼
句
の
中
で
「
軽
味
」
ま
で
求
め
る
の
は
狙
い
過
ぎ
で
あ
る
。
挽
歌
は
他
人

と
巧
さ
を
競
い
あ
う
性
格
の
も
の
で
は
な
い
。
第
一
、
死
後
の
余
韻
の
中
で
、
残
さ
れ
た

者
も
死
者
も
ま
だ
十
分
な
時
間
を
生
き
て
は
い
な
い
。「
軽
味
」
は
、
即
興
と
は
ま
っ
た
く

異
な
る
。
あ
く
ま
で
十
分
な
時
間
を
生
き
な
が
ら
重
く
れ
を
通
過
し
て
ゆ
く
生
き
方
の
果

て
に
見
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
身
近
な
人
と
の
死
別
の
重
た
さ
や
悲
し
さ
か
ら
離
れ
、

軽
く
な
っ
て
ゆ
く
の
は
、
そ
の
後
の
現
実
の
生
活
の
中
で
徐
々
に
な
さ
れ
て
ゆ
く
の
だ
と

思
っ
て
い
る
し
、
そ
れ
が
い
ち
ば
ん
人
間
ら
し
い
折
り
合
い
の
付
け
方
で
は
な
い
か
と
思

う
。
追
悼
句
に
つ
い
て
は
、
俳
人
は
天
才
で
な
く
愚
直
で
よ
い
。 

 

襟
首
の
あ
た
り
無
限
に
寂
と
凍
て 

 
 

 
 

 

（
平
成
六
年
） 

 

こ
れ
も
引
き
続
き
詩
人
安
西
均
の
追
悼
句
。
死
者
の
襟
首
と
い
う
の
は
、
衿
が
き
ち
ん

と
合
わ
さ
れ
て
い
る
分
、
ど
こ
か
寒
々
し
い
感
じ
が
す
る
。
生
き
て
い
る
と
き
は
、
衿
元

は
多
少
ゆ
と
り
が
あ
っ
て
胸
元
が
息
づ
い
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
と
対
照
的
な
死
後
の
身
だ

し
な
み
は
却
っ
て
寂
し
さ
が
貼
り
付
い
て
い
る
よ
う
だ
。
八
束
は
そ
の
襟
首
の
あ
た
り
が

「
無
限
に
寂
と
」
凍
て
て
感
じ
ら
れ
る
と
言
う
。 

「
無
限
に
寂
と
」
と
い
う
の
は
あ
な
が
ち
誇
張
法
と
も
い
え
な
い
詩
的
実
感
が
あ
る
。

魂
が
抜
け
た
よ
う
に
無
表
情
に
な
っ
た
顔
に
次
い
で
、
襟
首
は
死
の
冷
た
さ
を
深
く
感
じ

さ
せ
る
。
そ
の
冷
た
さ
は
、
ど
こ
ま
で
も
限
り
な
く
「
寂
」
と
し
て
死
者
の
魂
が
遥
か
な

世
界
へ
去
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
告
げ
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。
そ
の
襟
首
に
あ
た
り
の
「
凍

て
」
た
空
気
が
さ
ら
に
纏
わ
り
つ
く
よ
う
に
寄
せ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。 

 

団
扇
手
に
す
る
は
失
意
の
身
癖
と
も 

 
 

 
 

（
平
成
六
年
） 

 

私
な
ら
ば
「
団
扇
」
は
夏
の
暑
さ
を
凌
が
せ
て
く
れ
る
好
意
的
な
道
具
の
一
つ
で
、
た

い
て
い
気
分
よ
く
手
に
取
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
八
束
は
「
失
意
」
の
と
き
に
「
身
癖
」

の
よ
う
に
手
に
取
る
の
だ
と
い
う
。
見
方
に
よ
っ
て
は
、
殊
更
に
自
己
演
出
し
て
い
る
よ

う
に
感
じ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
ダ
ー
ク
サ
イ
ド
か
ら
「
団
扇
」
を
描
き
き
っ
た
句

と
し
て
、
私
に
は
八
束
の
晩
年
風
景
の
一
つ
と
し
て
た
い
へ
ん
印
象
深
い
。 

「
身
癖
」
と
い
う
か
ら
に
は
、
八
束
の
「
失
意
」
も
一
度
や
二
度
で
は
な
い
こ
と
を
暗

に
示
し
て
い
る
。
た
し
か
に
八
束
の
私
生
活
に
は
ふ
つ
う
の
人
よ
り
も
困
難
が
多
か
っ
た

か
も
知
れ
な
い
と
推
察
す
る
が
、
失
意
の
と
き
の
自
分
の
行
動
を
客
観
的
に
こ
れ
ほ
ど
ま

で
に
覚
め
た
目
で
観
察
し
な
い
の
で
は
な
い
か
。
弱
い
時
の
自
分
の
心
中
や
言
動
を
、
も

う
一
つ
の
自
分
の
目
が
観
察
し
て
、
自
分
の
実
態
を
解
き
明
か
し
て
ゆ
く
作
業
は
、
考
え
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て
み
れ
ば
〈
血
を
喀
い
て
眼
玉
の
乾
く
油
照
り
〉
を
詠
ん
だ
若
い
時
か
ら
ず
っ
と
継
続
的

に
行
わ
れ
て
き
た
の
だ
。
こ
こ
に
は
「
団
扇
」
の
本
意
と
も
言
う
べ
き
清
涼
感
は
無
縁
で

あ
ろ
う
。 

失
意
の
自
分
に
弱
々
し
く
仰
い
で
寄
せ
る
風
は
幽
界
か
ら
の
誘
い
の
よ
う
に
生
温
か
い
。

八
束
の
句
は
ホ
ト
ト
ギ
ス
的
な
「
花
鳥
諷
詠
」
の
季
題
趣
味
に
収
ま
ら
な
い
の
だ
。 

 

老
醜
の
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
自
像
身
に
し
む
や 

 
 

（
平
成
六
年
） 

 

レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
（
一
六
〇
六
～
六
九
）
は
八
束
好
み
の
一
七
世
紀
の
オ
ラ
ン
ダ
の
画
家
。

『
ト
ゥ
ル
プ
教
授
の
解
剖
講
義
』
（
一
六
三
二
）
や
『
夜
警
』
（
一
六
四
二
）
な
ど
の
作
で

も
知
ら
れ
る
が
、
殊
に
有
名
な
の
は
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
自
身
の
肖
像
画
で
、
そ
の
数
は
生
涯

に
五
〇
枚
と
も
六
〇
枚
と
も
言
わ
れ
る
。
若
い
時
は
高
い
評
価
の
も
と
に
成
功
し
活
躍
し

た
が
、
後
半
生
は
妻
を
失
い
、
私
生
活
も
乱
れ
次
第
に
貧
窮
の
度
を
深
め
て
ゆ
く
。
そ
の

逆
境
の
中
で
、
没
落
し
て
ゆ
く
自
分
自
身
の
内
面
を
見
つ
め
な
が
ら
死
の
直
前
ま
で
自
画

像
を
描
き
続
け
た
。
遺
作
は
『 

六
三
歳
の
自
画
像 

』
。 

八
束
の
「
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
自
像
」
と
い
う
の
は
こ
の
遺
作
あ
た
り
を
指
し
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
内
面
的
な
深
ま
り
は
確
か
に
あ
る
と
は
い
え
、
颯
爽
と
し
た
若
い
時
の
自
画

像
と
比
べ
れ
ば
、
さ
す
が
に
「
老
醜
」
と
の
印
象
は
拭
い
が
た
い
。
内
面
主
義
的
な
八
束

は
、
こ
の
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
に
共
感
を
も
っ
て
接
し
て
き
た
は
ず
だ
が
、
親
近
感
を
覚
え
れ

ば
覚
え
る
ほ
ど
、
こ
の
遺
作
の
「
老
醜
」
も
他
人
事
と
は
思
え
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
絵
に
接
し
た
の
は
秋
の
空
気
も
身
に
入
み
る
頃
、
我
が
老
い
を
深
く
意
識
さ
せ
ら
れ

た
に
ち
が
い
な
い
。 

俳
句
は
美
し
い
事
だ
け
を
詠
め
ば
よ
い
と
い
う
も
の
で
も
な
い
。
い
わ
ゆ
る
「
醜
（
し

こ
）
」
の
部
分
に
向
き
合
っ
て
、
そ
こ
か
ら
引
き
出
さ
れ
て
く
る
感
情
を
自
分
自
身
に
問
い

か
け
直
す
。
そ
の
行
為
の
中
で
「
醜
」
は
人
間
の
深
部
と
関
わ
り
を
持
ち
始
め
る
。
文
学

と
し
て
深
い
人
間
性
を
見
つ
め
な
く
て
は
い
け
な
い
。
そ
の
よ
う
な
主
張
が
こ
の
句
に
見

え
る
。 

 

鷹
は
目
を
み
ひ
ら
け
ば
師
の
蛇
笏
か
な 

 
 

 

（
平
成
六
年
） 

 

八
束
の
師
で
あ
る
蛇
笏
は
、
透
き
通
る
丸
い
目
が
き
れ
い
だ
っ
た
。
八
束
は
こ
の
こ
と

を
随
筆
に
も
書
い
て
い
る
が
、
我
々
に
も
と
き
ど
き
こ
の
話
を
し
て
く
れ
た
。
何
ご
と
も

見
抜
い
て
し
ま
う
よ
う
な
そ
の
き
れ
い
な
そ
の
目
で
ぎ
ろ
り
と
睨
ま
れ
た
こ
と
も
何
度
か

あ
っ
た
と
も
。
こ
の
句
は
、
目
を
み
ひ
ら
い
た
鷹
を
見
た
瞬
間
に
、
そ
こ
に
生
前
の
蛇
笏

を
感
じ
取
っ
た
と
い
う
の
だ
ろ
う
。
鷹
の
威
厳
と
澄
み
き
っ
た
目
、
そ
れ
は
甲
斐
の
自
然
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や
人
事
を
眺
め
渡
す
蛇
笏
の
目
で
も
あ
る
し
、
八
束
の
心
の
中
に
棲
み
続
け
た
師
と
し
て

の
蛇
笏
の
目
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
句
で
は
、「
鷹
は
」
の
「
は
」
の
用
い
方
が
う
ま
い
と
思

う
。「
鷹
の
目
の
み
ひ
ら
く
は
師
の
蛇
笏
か
な
」
な
ど
で
は
、
蛇
笏
の
特
徴
の
説
明
を
伝
え

て
い
る
だ
け
で
、
い
っ
こ
う
に
高
潔
な
師
の
雰
囲
気
は
出
て
こ
な
い
。
成
功
す
る
の
は
稀

に
か
も
し
れ
な
い
が
、
標
準
的
な
文
体
を
超
え
る
工
夫
し
た
文
体
に
よ
っ
て
句
の
独
自
性

が
生
ま
れ
る
。 

 

沖
に
ゐ
る
つ
が
ひ
白
鳥
沖
を
見
る 

 
 

 
 

 

（
平
成
六
年
） 

 

八
束
の
や
わ
ら
か
な
心
情
が
覗
け
て
、
私
の
好
き
な
句
。
餌
付
け
し
た
白
鳥
は
岸
ま
で

近
寄
っ
て
く
る
が
、
ふ
つ
う
の
白
鳥
は
な
か
な
か
岸
に
は
近
づ
い
て
来
な
い
。
こ
の
二
羽

の
白
鳥
も
ま
だ
人
馴
れ
し
て
い
な
い
の
だ
ろ
う
。
沖
の
方
に
浮
か
ん
で
い
る
の
だ
。
そ
れ

も
よ
く
眺
め
て
み
る
と
、
共
に
さ
ら
に
沖
を
眺
め
て
い
る
と
い
う
の
だ
。
な
ぜ
、
こ
れ
だ

け
の
風
景
が
俳
句
に
な
る
の
だ
ろ
う
。
二
羽
の
白
鳥
と
も
、
飛
来
し
て
き
た
海
の
彼
方
を

眺
め
な
が
ら
、
長
旅
の
終
わ
っ
て
よ
う
や
く
安
心
し
て
い
る
様
子
が
、
手
に
取
る
よ
う
に

伝
わ
っ
て
く
る
か
ら
だ
ろ
う
。
も
っ
と
も
こ
の
解
釈
も
私
ど
も
人
間
の
勝
手
な
推
測
に
す

ぎ
な
い
が
、
沖
に
い
る
白
鳥
を
起
点
に
さ
ら
に
風
景
の
奥
行
が
作
ら
れ
て
ゆ
く
と
こ
ろ
が

お
も
し
ろ
い
で
は
な
い
か
。 

白
鳥
に
と
っ
て
そ
の
沖
は
、
飛
来
し
て
き
た
「
過
去
」
で
も
あ
る
し
、
や
が
て
再
び
帰

っ
て
ゆ
く
「
未
来
」
で
も
あ
る
。
白
鳥
と
言
う
と
、「
白
鳥
の
歌
」
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な

寂
し
い
風
景
を
す
ぐ
に
思
い
浮
か
べ
て
し
ま
い
が
ち
だ
が
、
こ
の
句
を
読
む
と
、
来
た
と

き
は
二
羽
だ
が
、
帰
っ
て
ゆ
く
と
き
は
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
子
の
白
鳥
が
加
わ
る
か
も
し
れ

な
い
。
広
漠
と
し
た
風
景
に
は
違
い
な
い
が
、
そ
ん
な
ゆ
た
か
な
想
像
も
さ
れ
て
我
々
の

心
も
い
っ
と
き
あ
た
た
ま
る
。 

 

向
日
葵
の
群
落
天
山
雪
そ
び
ゆ 

 
 

 
 

 
 

（
平
成
七
年
） 

 

天
山
と
は
中
央
ア
ジ
ア
に
あ
る
天
山
山
脈
。
キ
ル
ギ
ス
共
和
国
か
ら
中
国
の
新
疆
ウ
イ

グ
ル
自
治
区
へ
と
東
西
に
連
な
る
。
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
は
こ
の
山
脈
の
南
側
と
北
側
に
通
っ

て
い
た
。
最
高
峰
は
ポ
ベ
ー
ダ
山
（
七
四
三
九
メ
ー
ト
ル
）
。
八
束
の
こ
の
句
は
、
手
前
の

平
原
は
真
夏
で
向
日
葵
の
群
落
が
広
が
り
、
そ
の
果
て
に
は
こ
の
天
山
山
脈
の
万
年
雪
が

真
白
く
映
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
珍
し
い
風
景
だ
が
、
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
の
は
っ
き
り
し

た
鮮
烈
な
風
景
だ
。
日
本
に
い
る
と
、
な
か
な
か
こ
の
よ
う
な
夏
と
冬
が
同
居
し
た
よ
う

な
風
景
に
は
お
目
に
か
か
れ
な
い
が
、
ウ
イ
グ
ル
の
人
々
は
ふ
だ
ん
に
こ
の
よ
う
な
風
景

に
接
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
重
層
的
な
季
節
感
の
中
で
生
活
し
て
い
る
と
、
俳
句
の
よ
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う
な
一
句
に
一
季
な
ど
と
い
う
決
ま
り
事
な
ど
、
な
に
や
ら
薄
っ
ぺ
ら
な
こ
と
に
見
え
て

く
る
に
ち
が
い
な
い
。
日
本
に
な
い
複
合
的
な
ゆ
た
か
な
自
然
が
世
界
に
は
ま
だ
ま
だ
残

っ
て
い
る
。
こ
れ
も
豊
か
な
心
持
に
さ
せ
て
く
れ
る
句
だ
。 

 

天
蒼
し
灼
け
か
げ
ろ
ふ
の
胡
沙
の
山 

 
 

 
 

（
平
成
七
年
） 

 

こ
の
句
の
「
胡
沙
」
と
い
う
の
は
、
「
中
国
、
塞
外
（
さ
い
が
い
）
の
胡
国
（
こ
こ
く
）

の
砂
漠
。
ま
た
、
そ
の
砂
塵
」
（
『
日
本
国
語
大
辞
典 

第
二
版
』
小
学
館
）
の
意
。
俳
句

の
中
で
は
、〈
胡
沙
吹
く
や
立
ち
つ
つ
走
る
根
な
し
草 

加
藤
楸
邨
〉（
句
集
『
怒
濤
』
）
に

よ
っ
て
鮮
烈
に
記
憶
に
刻
ま
れ
て
い
る
。 

さ
て
、
こ
の
句
は
、
胡
沙
の
中
に
砂
漠
の
山
が
あ
っ
て
、
そ
れ
全
体
が
灼
け
る
よ
う
に

か
げ
ろ
う
に
包
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
空
は
ど
こ
ま
で
も
真
っ
青
。
そ
ん
な
雄
大

な
野
性
味
に
あ
ふ
れ
た
風
景
か
。 

こ
の
「
灼
け
か
げ
ろ
ふ
の
胡
沙
の
山
」
と
は
、
『
西
遊
記
』
に
も
登
場
す
る
「
火
焔
山
」

で
あ
ろ
う
。
ト
ル
フ
ァ
ン
の
北
側
に
約
一
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
屏
風
の
よ
う
に
立
ち
は

だ
か
る
赤
い
山
肌
の
山
脈
で
、
最
高
峰
は
八
五
一
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
だ
が
、
実
際
に
灼
熱
に

見
舞
わ
れ
、
炎
の
よ
う
な
陽
炎
が
た
つ
と
言
わ
れ
る
。
火
焔
山
と
い
わ
ず
に
「
灼
け
か
げ

ろ
ふ
の
胡
沙
の
山
」
と
し
た
の
は
、「
胡
沙
」
に
で
き
た
山
脈
の
質
感
を
描
き
出
し
た
か
っ

た
た
め
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
質
感
も
日
本
に
は
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。 

 

ウ
ル
ム
チ
の
塩
湖
の
胡
馬
や
秋
の
影 

 
 

 
 

（
平
成
七
年
） 

 

ウ
ル
ム
チ
に
は
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
淡
水
湖
と
塩
湖
が
あ
る
ら
し
い
。
こ
の
句
で
は
、
塩

湖
の
ほ
と
り
に
胡
馬
が
佇
ん
で
い
る
。
た
し
か
、「
塞
翁
が
馬
」
で
逃
げ
た
馬
が
連
れ
て
き

た
の
も
胡
国
の
駿
馬
で
あ
っ
た
は
ず
。
そ
ん
な
名
馬
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
胡
馬

は
、
塩
で
白
い
塩
湖
の
ほ
と
り
に
秋
の
影
を
く
っ
き
り
落
と
し
て
い
る
。
秋
は
白
秋
。
そ

の
白
が
こ
こ
で
は
塩
湖
の
渚
の
白
と
な
っ
て
敷
か
れ
て
い
る
。
音
韻
的
に
も
中
七
以
下
、

Ｋ
音
が
き
び
き
び
と
響
い
て
風
景
を
引
き
締
め
て
い
よ
う
。 

 

昼
顔
や
流
沙
の
波
紋
金
に
燃
ゆ 

 
 

 
 

 
 

（
平
成
七
年
） 

 

昼
顔
が
砂
漠
に
あ
っ
た
と
は
知
ら
な
か
っ
た
が
、
そ
の
昼
顔
の
ほ
と
り
ま
で
、
あ
る
い

は
包
む
よ
う
に
、
流
沙
の
波
紋
が
太
陽
に
照
ら
さ
れ
て
金
色
に
燃
え
る
よ
う
だ
と
言
う
の

で
あ
る
。
昼
顔
は
、
金
色
の
砂
漠
の
風
紋
の
中
に
、
小
さ
な
王
女
の
よ
う
に
可
憐
に
咲
い
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て
い
る
の
だ
ろ
う
。
そ
の
昼
顔
も
、
や
が
て
は
流
沙
に
呑
み
込
ま
れ
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う

か
。
そ
う
見
る
と
、
こ
の
金
色
の
栄
華
に
み
ち
た
風
景
も
、
は
か
な
い
ひ
と
と
き
の
こ
と
。

こ
の
句
集
の
「
仮
幻
」
の
テ
ー
マ
が
意
識
さ
れ
る
句
の
一
つ
で
も
あ
る
。
そ
う
言
え
ば
、

楼
蘭
の
美
女
の
ミ
イ
ラ
も
こ
の
同
じ
砂
漠
で
は
な
か
っ
た
か
。 

 

わ
が
詩
の
仮
幻
に
消
ゆ
る
胡
沙
の
秋 

 
 

 
 

（
平
成
七
年
） 

 

句
集
『
仮
幻
』
の
巻
尾
に
据
え
ら
れ
た
句
。
文
化
を
見
つ
め
た
八
束
の
海
外
吟
行
の
結

論
の
よ
う
な
句
で
あ
る
。
自
分
の
作
っ
て
い
る
俳
句
と
い
う
「
詩
」
も
、
い
つ
か
は
仮
の

幻
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
こ
の
世
か
ら
忘
れ
ら
れ
消
え
て
し
ま
う
。
秋
風
の
吹
く
胡
沙
の

中
に
身
を
お
き
な
が
ら
、
人
間
の
個
人
と
し
て
の
は
か
な
さ
を
し
み
じ
み
感
じ
て
い
る
と

い
う
の
で
あ
ろ
う
。
た
ん
に
命
の
は
か
な
さ
を
思
う
だ
け
な
ら
ば
、「
方
丈
記
」
以
来
、
日

本
人
の
意
識
の
中
に
も
形
成
さ
れ
て
引
き
継
が
れ
て
き
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、

八
束
の
感
慨
は
、
実
際
に
中
国
や
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
と
い
う
古
い
文
明
の
軌
跡
を
辿
っ
て
き

た
結
果
で
あ
る
だ
け
に
訴
え
る
も
の
が
あ
る
。
句
で
言
え
ば
「
胡
沙
」
の
語
が
あ
る
か
ら

「
仮
幻
」
の
語
が
浮
わ
つ
か
な
い
の
で
あ
る
。 

「
行
っ
て
み
る
と
、
さ
す
が
に
長
い
歳
月
を
超
え
た
時
空
の
中
に
、
炎
暑
の
け
む
る
よ

う
に
た
ち
の
ぼ
る
仮
幻
の
文
化
と
詩
の
世
界
が
あ
ふ
れ
て
い
た
。
（
中
略
）
同
じ
こ
と
は
、

ま
た
中
国
大
同
市
の
近
郊
に
あ
る
雲
崗
の
五
万
余
と
も
言
わ
れ
る
摩
崖
仏
群
に
出
会
っ
た

と
き
と
か
、
天
山
北
路
の
胡
沙
の
走
る
砂
漠
の
地
に
も
こ
の
仮
幻
の
宇
宙
を
見
た
の
で
あ

る
」
と
い
う
著
者
あ
と
が
き
か
ら
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
八
束
の
行
き
つ
い
た
「
仮
幻
」

と
は
「
仮
幻
の
宇
宙
」
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
広
や
か
な
時
空
が
あ
っ
て
、
旅
人
八
束
に

豊
か
な
ロ
マ
ン
の
広
が
り
と
共
に
、
個
人
の
営
み
の
微
力
で
あ
る
こ
と
を
自
然
に
悟
ら
せ

て
く
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
な
が
ら
、
同
時
に
、
詩
と
い
う
微
小
な
も
の
で
あ
れ
、

こ
れ
ほ
ど
大
き
な
時
空
の
中
に
消
え
て
い
く
の
な
ら
ば
、
む
し
ろ
詩
人
の
日
々
を
積
み
上

げ
る
作
業
は
い
さ
ぎ
よ
い
も
の
で
は
な
い
か
。
そ
ん
な
こ
こ
ち
よ
い
諦
観
が
こ
の
句
に
は

感
じ
ら
れ
る
よ
う
な
気
が
し
て
や
ま
な
い
。 

 尚
、
迂
闊
な
こ
と
で
あ
っ
た
が
、「
仮
幻
」「
非
在
」
の
語
の
出
自
は
、
三
好
達
治
詩
集
『
百

た
び
の
の
ち
』
の
「
玫
瑰
」
の
中
に
〈
そ
こ
の
砂
丘
の
か
げ
に
さ
へ
空
し
く
眠
る
夢
ば
か

り
／
空
の
空 

非
在
の
花
〉〈
か
の
花
の
在
り
か
を
思
ふ
／
假
幻
（
か
げ
ん
） 

非
有 

非

在
と
や
／
―
非
非
在
〉
と
あ
る
こ
と
を
、
『1

2

の
現
代
俳
人
論
（
下
）
』
収
載
「
石
原
八
束

論
」（
仙
田
洋
子
）
に
よ
っ
て
教
え
て
い
た
だ
い
た
。
こ
の
「
仮
幻
」
の
語
は
、
三
好
達
治

の
詩
の
中
で
は
、
ま
だ
抽
象
的
で
形
而
上
的
な
語
だ
が
、
八
束
の
句
で
は
実
体
験
を
踏
ま

え
て
具
体
的
な
宇
宙
観
を
示
し
た
と
こ
ろ
が
分
か
り
や
す
い
。 

第
一
五
句
集
『
仮
幻
』 


