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こ
こ
ろ
弱
き
日
は
氷
紋
に
眉
照
ら
し 

 
 

 

（
昭
和
四
四
年
） 

  

ど
う
し
て
も
弱
気
に
な
っ
て
や
ま
な
い
日
は
、
誰
に
も
訪
れ
よ
う
。
理
由
は
分
か
ら
な

い
の
に
、
な
に
か
し
ら
厭
世
感
に
と
ら
わ
れ
て
、
こ
れ
か
ら
先
の
生
き
方
に
自
信
が
も
て

な
く
て
、
あ
る
い
は
俳
句
の
新
境
地
を
な
か
な
か
拓
け
な
く
て
、
た
だ
た
だ
「
こ
こ
ろ
弱

き
」
ま
ま
に
無
為
に
一
日
を
す
ご
し
て
し
ま
う
。
三
好
達
治
の
『
一
點
鐘
』
に
も
「
志
お

と
ろ
へ
し
日
は
」
と
い
う
詩
が
あ
る
が
、
八
束
の
「
こ
こ
ろ
」
は
こ
の
「
志
」
に
近
い
も

の
か
も
し
れ
な
い
。 

 

と
も
あ
れ
、
そ
ん
な
と
き
八
束
は
近
く
の
池
に
で
も
出
か
け
た
の
で
あ
ろ
う
。
厚
氷
に

氷
紋
が
で
き
て
い
る
の
を
じ
っ
と
見
つ
め
て
い
る
う
ち
に
、
み
ず
か
ら
の
眉
あ
た
り
に
氷

の
光
が
撥
ね
返
っ
て
映
っ
て
い
る
の
を
感
じ
た
。
繊
細
な
感
覚
の
句
だ
と
思
う
。 

 

八
束
は
こ
の
年
の
夏
、
五
〇
歳
に
な
ら
ん
と
す
る
。
二
句
後
に
、〈
薄
暮
背
に
ひ
と
り
老

い
ゆ
く
冬
の
坂 

八
束
〉
の
句
が
あ
る
が
、
老
い
を
意
識
し
始
め
る
頃
だ
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。
た
だ
い
ま
五
三
歳
の
私
自
身
に
と
っ
て
も
、
身
近
な
心
境
の
句
で
は
あ
る
。 

 

白
波
や
筑
波
北
風

な

ら

ひ

の
帆
曳
き
船 

 
 

 
 

 

（
昭
和
四
四
年
） 

  

こ
の
「
筑
波
な
ら
ひ
」
が
造
語
で
あ
る
こ
と
は
、
八
束
が
あ
と
が
き
に
自
ら
述
べ
て
い

る
。
そ
れ
に
し
て
も
風
土
の
実
感
の
こ
も
る
造
語
だ
。
こ
の
句
は
中
七
の
造
語
の
音
韻
を

も
っ
て
完
成
し
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
あ
る
ま
い
。
特
に
、
本
来
北
風
あ
る
い
は
北
東

風
を
表
す
「
な
ら
ひ
」
と
い
う
風
土
語
が
、
上
五
の
「
し
ら
な
み
」
に
う
つ
く
し
く
厳
し

く
ひ
び
き
合
う
。
厳
密
に
地
理
的
に
言
う
と
、
北
風
と
い
う
よ
り
は
北
西
風
で
あ
ろ
う
が
、

句
の
上
で
は
「
北
風
」
と
言
っ
て
も
別
段
の
不
都
合
は
起
こ
ら
な
い
。
帆
曳
き
船
は
ワ
カ

サ
ギ
漁
の
た
め
の
霞
ヶ
浦
の
名
物
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
満
帆
の
白
の
光
も
う
つ
く
し
い
。

八
束
の
心
境
を
無
理
に
尋
ね
る
必
要
も
な
か
ろ
う
が
、
そ
の
言
志
に
ふ
さ
わ
し
く
、
き
び

し
く
風
土
を
映
し
な
が
ら
格
調
の
あ
る
句
だ
。 

 

風
の
穂
の
し
ら
み
て
凍
る
高
野
谿 

 
 

 
 

（
昭
和
四
四
年
） 

  

句
集
の
題
名
に
も
な
っ
た
句
の
一
つ
。「
高
野
谿
」
も
あ
と
が
き
に
よ
れ
ば
作
者
の
造
語
。

「
高
野
山
大
門
前
の
深
い
谿
を
私
は
た
だ
さ
う
呼
び
、
自
ら
の
句
境
に
も
こ
の
空
谷
の
趣

き
を
求
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
・
・
・
」
と
の
こ
と
だ
が
、
私
と
同
じ
く
ら
い
の
年
齢

に
し
て
は
、
恐
ろ
し
い
ほ
ど
の
幽
愁
を
感
じ
る
。
こ
の
句
は
、
吹
き
く
る
風
の
穂
先
が
す

ぐ
に
白
ん
で
凍
っ
て
し
ま
う
ほ
ど
の
、
寒
さ
極
ま
る
高
野
谿
だ
と
い
う
意
で
あ
ろ
う
。「
風
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の
穂
」
と
い
う
表
現
は
、「
し
ら
み
て
凍
る
」
と
い
う
心
の
目
で
捉
え
た
風
景
と
結
び
つ
く

こ
と
に
よ
っ
て
、
詩
的
に
も
ユ
ニ
ー
ク
さ
を
得
た
。
本
来
不
可
視
の
も
の
が
あ
り
あ
り
と

目
に
見
え
る
よ
う
で
は
な
い
か
。
加
え
て
、「
高
野
谿
」
と
い
う
幽
谷
が
、
作
者
の
心
中
の

幽
寂
と
二
重
映
し
に
な
っ
て
い
て
深
く
厳
し
い
。
詩
的
レ
ト
リ
ッ
ク
を
自
然
に
用
い
な
が

ら
、
表
現
の
浮
つ
き
を
感
じ
さ
せ
ず
、
格
調
が
あ
る
句
だ
と
思
う
。 

 

仁
王
の
眼
を
啄
木
鳥

け

ら

が
た
た
け
り
高
野
谿 

 

（
昭
和
四
四
年
） 

  

八
束
自
身
は
、
自
註
で
「
凄
い
仁
王
の
眼
を
ケ
ラ
が
つ
つ
い
て
い
る
と
い
う
の
は
必
ず

し
も
揶
揄
し
た
の
で
は
な
い
。
そ
こ
に
長
い
歳
月
の
高
野
山
の
歴
史
の
一
齣
を
寓
意
し
て

い
る
よ
う
な
光
景
を
み
た
よ
う
に
思
っ
た
か
ら
で
あ
る
」
（
「
俳
句
研
究
」
昭
和
六
一
年
二

月
号
）
と
述
べ
て
い
る
。 

 

私
自
身
は
、
仁
王
の
眼
を
啄
木
鳥
が
叩
い
て
い
る
と
い
う
ブ
ラ
ッ
ク
ユ
ー
モ
ア
に
、
奥

行
き
と
広
が
り
を
覚
え
る
。
た
し
か
に
、
啄
木
鳥
に
と
っ
て
は
、
森
の
樹
木
も
、
仁
王
像

も
、
そ
の
目
玉
も
、
す
べ
て
木
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
仁
王

に
と
っ
て
は
と
ん
だ
災
難
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
お
そ
ら
く
は
長
い
歳
月
に
及
ん
で
行

わ
れ
て
き
た
で
あ
ろ
う
こ
れ
ら
の
滑
稽
な
や
り
と
り
が
、
高
野
谿
に
よ
く
ひ
び
き
わ
た
る
。

人
間
の
常
識
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
展
開
さ
れ
る
、
自
然
と
人
間
界
と
の
笑
う
に
笑
え
な
い

関
係
。
そ
し
て
、
こ
の
関
係
を
包
む
谿
全
体
が
、
そ
の
音
に
よ
っ
て
予
期
せ
ぬ
深
ま
り
を

見
せ
幽
寂
を
つ
の
ら
せ
て
ゆ
く
。
諧
謔
を
く
ぐ
り
抜
け
て
く
る
響
き
の
中
に
、
八
束
の
人

生
漂
白
の
孤
愁
が
ど
こ
や
ら
漂
っ
て
感
じ
ら
れ
る
の
だ
。 

 

雪
嶺
見
て
夕
黒
凍
み
の
道
か
へ
る 

 
 

 
 

（
昭
和
四
四
年
） 

  

同
時
作
に
〈
黒
凍
み
の
夕
べ
つ
ん
つ
ん
雪
嶺
伸
す
〉〈
雪
の
道
暮
れ
ゆ
く
寒
さ
胸
に
張
る
〉

他
。
こ
れ
ら
が
原
型
と
な
っ
て
、
次
の
第
六
句
集
『
黒
凍
み
の
道
』
の
代
表
作
〈
黒
凍
み

の
道
夜
に
入
り
て
雪
嶺
顕
（
た
）
つ 

八
束
〉
に
至
っ
た
こ
と
を
こ
こ
に
記
し
て
お
こ
う
。

上
掲
の
句
か
ら
は
、
雪
の
嶺
を
仰
ぎ
な
が
ら
、
夕
方
に
な
っ
て
凍
て
始
め
た
道
を
と
ぼ
と

ぼ
と
帰
っ
て
ゆ
く
情
景
が
目
に
見
え
て
く
る
。
さ
し
て
悪
い
句
で
も
な
い
が
、
や
は
り
ス

ケ
ッ
チ
の
域
に
と
ど
ま
る
こ
と
は
や
む
を
得
な
い
。
ま
だ
象
徴
的
な
意
匠
に
至
っ
て
い
な

い
と
は
い
え
、
従
来
の
花
鳥
諷
詠
と
は
対
照
的
と
も
い
え
る
ほ
ど
、
八
束
の
句
の
世
界
は

す
で
に
幽
玄
に
傾
い
て
い
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。 
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黒
凍
み
の
己
れ
を
閉
ざ
す
闇
の
こ
ゑ 

 
 

 

（
昭
和
四
四
年
） 

 

作
品
五
と
同
じ
飛
彈
高
山
に
て
の
作
。
句
意
は
、
黒
く
凍
て
き
っ
て
、
そ
れ
自
体
（
＝

己
れ
）
を
閉
ざ
し
て
い
る
闇
の
、
そ
の
こ
ゑ
を
聞
い
て
い
る
、
と
で
も
な
ろ
う
か
。
黒
々

と
凍
て
つ
い
た
闇
は
、
そ
れ
自
体
が
閉
じ
た
世
界
を
作
っ
て
い
て
、
び
く
と
も
し
な
い
。

堅
固
と
い
え
ば
心
強
く
聞
こ
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
中
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る

人
間
に
と
っ
て
は
た
ま
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
八
束
も
闇
の
只
中
に
い
て
、
闇
の
こ
え
に

耳
を
傾
け
る
し
か
な
い
の
だ
。
加
え
て
言
え
ば
、
そ
の
八
束
自
身
も
、
自
ら
の
闇
を
も
っ

て
い
て
、
内
な
る
闇
の
声
を
し
ず
か
に
聴
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
閉
じ
た
二
つ
の

闇
が
入
れ
子
に
な
っ
て
い
る
の
が
よ
く
見
え
る
句
だ
と
思
う
。 

 

お
そ
ら
く
、
二
物
衝
撃
や
、
言
葉
の
対
照
な
ど
が
好
ま
れ
る
現
代
の
俳
壇
に
と
っ
て
は
、

こ
の
句
は
救
い
よ
う
が
な
く
不
器
用
な
句
と
評
価
さ
れ
よ
う
。
軽
み
と
は
対
照
的
な
句
で

も
あ
る
。
な
に
し
ろ
、
「
黒
」
「
凍
て
」
「
閉
ざ
す
」
「
闇
」
と
同
種
同
方
向
の
ベ
ク
ト
ル
を

も
つ
言
葉
が
連
ね
て
あ
る
か
ら
だ
。「
己
れ
」
に
し
て
も
明
る
さ
や
軽
さ
と
は
無
縁
に
見
え

る
。
少
な
く
と
も
初
級
者
に
は
、
こ
う
い
う
詠
み
か
た
は
勧
め
ら
れ
な
い
。
し
か
し
な
が

ら
、
で
は
平
凡
な
句
で
あ
る
か
ど
う
か
。
自
分
を
容
赦
な
く
見
つ
め
、
彫
り
込
ん
で
い
っ

た
と
き
に
必
然
的
に
出
来
上
が
っ
た
入
れ
子
構
造
の
二
つ
の
闇
。
そ
の
世
界
創
造
を
も
っ

て
、
こ
の
句
は
平
凡
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
、
八
束
な
ら
で
は
の
個
性
の
に
じ
み
で
た
独
自
の

句
に
な
っ
た
と
評
価
し
た
い
。 

 

し
ば
ら
く
前
ま
で
は
、
こ
の
二
句
前
に
並
ぶ
〈
一
之
町
二
之
町
三
之
町
し
ぐ
れ 

八
束
〉

の
方
に
惹
か
れ
て
い
た
が
、
い
ま
で
は
上
掲
の
句
の
ほ
う
に
よ
り
実
質
的
な
詩
の
重
み
を

感
じ
る
。
こ
れ
も
私
が
作
者
と
同
じ
く
ら
い
の
年
齢
に
さ
し
か
か
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ

う
か
。
何
で
も
重
け
れ
ば
い
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
重
く
な
け
れ
ば
詩
的
真
実
に

触
れ
ら
れ
な
い
も
の
も
あ
る
。 

 

炉
に
寄
れ
ば
家
霊
は
梁
を
き
た
り
け
り 

 

（
昭
和
四
四
年
） 

  

「
白
川
郷
遠
山
家
に
て 

十
句
」
と
前
書
の
あ
る
一
連
の
句
の
第
一
句
。
合
掌
造
り
の

炉
を
囲
ん
で
い
る
風
景
。
部
屋
の
中
は
炉
明
か
り
が
及
ぶ
程
度
の
も
の
で
、
梁
の
辺
り
は

濃
い
影
が
ゆ
ら
め
い
て
い
る
か
。
そ
の
梁
に
、
ど
う
も
先
ほ
ど
か
ら
な
に
か
の
気
配
を
感

じ
て
や
ま
な
い
。
お
そ
ら
く
こ
の
家
の
代
々
の
霊
で
あ
ろ
う
。
八
束
が
訪
ね
て
き
た
の
で
、

梁
を
伝
っ
て
客
人
を
歓
迎
に
き
て
く
れ
た
の
だ
。
ど
ん
な
表
情
を
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

微
笑
ん
で
い
る
よ
う
な
気
配
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
接
待
し
て
く
れ
た
主
人
の
血
の
中
に
は
、

代
々
の
祖
先
の
地
が
流
れ
て
い
る
。
見
方
を
変
え
れ
ば
、
家
の
主
人
と
は
、
祖
先
の
霊
の

集
合
体
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
家
を
守
っ
て
く
れ
て
い
る
祖
先
の
霊
が
い
る
こ
と
に
よ
っ

て
安
心
感
が
増
し
、
炉
明
か
り
の
部
屋
が
な
ん
と
な
く
和
ら
い
で
八
束
も
く
つ
ろ
ぎ
を
覚
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え
た
の
だ
。 

 
い
ま
な
ら
ば
、「
と
な
り
の
ト
ト
ロ
」
風
に
可
視
的
存
在
と
し
て
描
か
る
か
も
し
れ
な
い

が
、
俳
句
で
は
な
か
な
か
魂
や
霊
を
表
現
す
る
の
は
難
し
い
。
そ
れ
で
も
俳
句
は
客
観
写

生
の
自
然
科
学
と
は
違
う
。
自
然
科
学
的
な
観
察
を
大
事
に
し
な
が
ら
も
、
自
然
科
学
を

超
え
た
奥
処
に
感
じ
ら
れ
る
詩
的
真
実
を
引
き
出
す
こ
と
こ
そ
文
芸
の
役
割
で
は
な
い
か
。

む
ず
か
し
い
こ
と
は
言
わ
な
く
て
も
よ
い
。（
別
の
作
〈
炉
火
げ
む
り
辛
し
家
霊
は
合
掌
す 

八
束
〉
に
な
る
と
、
さ
す
が
に
や
り
す
ぎ
か
と
思
う
が
、
）
こ
ん
な
風
に
、
第
六
感
で
受
け

止
め
ら
れ
た
こ
と
を
、
さ
り
げ
な
く
自
然
に
描
く
こ
と
も
俳
句
に
許
さ
れ
て
よ
い
の
で
は

な
い
か
。 

 

領
域
を
広
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
豊
か
な
心
も
ち
が
俳
句
の
世
界
に
も
加
わ
る
と
し
た

ら
、
そ
れ
は
こ
の
国
の
庶
民
の
文
芸
に
と
っ
て
う
れ
し
い
こ
と
で
は
な
い
か
。
こ
の
一
句
、

風
土
へ
の
挨
拶
句
と
し
て
も
、
八
束
ら
し
い
ユ
ー
モ
ア
の
加
わ
っ
た
、
こ
こ
ろ
温
ま
る
句

だ
と
思
う
。 

 

窯
げ
む
る
花
遠
ち
こ
ち
の
猿
投

さ

な

げ

山 
 

 
 

 
（
昭
和
四
四
年
） 

  

猿
投
山
は
、
愛
知
県
豊
田
市
及
び
瀬
戸
市
に
ま
た
が
る
標
高
六
二
八
．
九
メ
ー
ト
ル
の

山
。
古
来
、
山
嶽
信
仰
・
巨
石
信
仰
の
場
と
し
て
崇
め
ら
れ
て
き
た
よ
う
だ
が
、
山
麓
に

は
猿
投
神
社
が
あ
る
。
猿
投
の
名
は
、「
景
行
天
皇
が
伊
勢
へ
赴
い
た
折
に
、
可
愛
が
っ
て

い
た
猿
が
不
吉
な
事
を
し
た
の
で
、
海
へ
投
げ
捨
て
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
猿
が
ふ
た
た
び

こ
の
山
に
籠
も
っ
た
」
こ
と
に
由
来
す
る
ら
し
い
。 

 

ま
た
、
こ
こ
に
は
猿
投
窯
（
さ
な
げ
よ
う
）
と
い
う
大
き
な
古
窯
跡
群
が
あ
る
。
古
墳

時
代
か
ら
室
町
時
代
初
期
頃
に
か
け
て
須
恵
器
な
ど
が
焼
か
れ
た
跡
で
、
発
展
し
た
も
の

が
常
滑
焼
や
瀬
戸
焼
に
な
っ
た
と
も
言
わ
れ
る
。
い
ま
で
も
窯
場
の
多
い
と
こ
ろ
だ
が
、

八
束
の
句
の
「
窯
げ
む
る
」
は
、
古
代
の
窯
場
の
様
子
を
思
い
描
い
た
も
の
か
も
し
れ
な

い
。 

 

八
束
が
こ
こ
を
訪
ね
た
の
は
ち
ょ
う
ど
花
の
頃
。
い
ま
や
幻
と
な
っ
た
古
代
の
窯
場
を

想
像
し
な
が
ら
、
お
ち
こ
ち
の
満
開
の
桜
を
眺
め
遣
っ
て
い
る
。
き
っ
と
、
捨
て
ら
れ
て

こ
の
山
に
戻
っ
て
き
た
猿
の
子
孫
た
ち
も
、
八
束
を
遠
見
に
し
な
が
ら
、
や
は
り
こ
れ
ら

の
花
を
楽
し
ん
で
い
る
に
ち
が
い
な
い
。
そ
ん
な
ほ
の
ぼ
の
と
し
た
味
の
句
だ
と
思
う
。 

 

未
定
稿
汗
に
汚
れ
て
さ
び
し
ら
に 

 
 

 
 

（
昭
和
四
四
年
） 

  

風
変
わ
り
な
句
だ
が
、
た
ま
に
は
こ
の
よ
う
な
軽
い
テ
イ
ス
ト
の
も
の
も
よ
い
だ
ろ
う
。

原
稿
執
筆
を
詠
ん
だ
句
は
い
ま
で
も
あ
れ
こ
れ
見
か
け
る
が
、
こ
の
句
は
「
さ
び
し
ら
に
」
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と
原
稿
に
感
情
移
入
し
た
と
こ
ろ
に
微
苦
笑
を
感
じ
る
。
格
別
の
秀
句
と
い
う
の
で
は
な

い
が
、
原
稿
用
紙
に
主
観
を
挟
ん
だ
珍
し
い
句
だ
。 

 

書
き
か
け
の
原
稿
を
し
ば
ら
く
傍
ら
に
置
き
忘
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
取
り
上
げ
て
見

る
と
、
汗
に
ま
み
れ
て
汚
れ
て
い
る
で
は
な
い
か
。
そ
の
原
稿
に
一
抹
の
さ
び
し
さ
を
感

じ
た
の
だ
。
原
稿
が
さ
び
し
い
雰
囲
気
を
漂
わ
せ
て
い
る
、
と
い
う
の
が
ユ
ー
モ
ラ
ス
で

哀
し
い
。
な
ん
だ
か
懐
か
し
い
。
も
ち
ろ
ん
、
汗
に
汚
れ
て
さ
び
し
ら
な
の
は
八
束
本
人

と
の
解
釈
も
可
能
だ
ろ
う
が
、
私
は
「
汗
ま
み
れ
の
未
定
稿
」
の
ユ
ー
モ
ア
の
方
を
い
た

だ
き
た
い
。 

 

八
束
の
原
稿
執
筆
は
大
方
が
夜
で
あ
っ
た
が
、
蒸
し
暑
い
夜
々
を
扇
風
機
く
ら
い
で
汗

を
拭
い
な
が
ら
の
執
筆
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
い
ま
の
よ
う
に
、
エ
ア
コ
ン
も
あ
っ
て
、

し
か
も
パ
ソ
コ
ン
執
筆
だ
と
、
原
稿
に
は
汗
も
汚
れ
も
残
ら
な
い
。
人
間
の
苦
渋
の
跡
の

残
ら
な
い
清
潔
な
き
れ
い
な
原
稿
は
、
見
易
く
は
あ
る
が
、
こ
れ
ま
た
別
の
意
味
で
さ
び

し
い
も
の
か
も
し
れ
な
い
。 

 

病
む
妻
の
笑
ひ
こ
け
ゐ
る
油
照
り 

 
 

 
 

（
昭
和
四
四
年
） 

  

「
五
年
越
し
、
奇
病
ス
モ
ン
に
悩
む
家
人
へ
」
と
前
書
の
あ
る
句
。
油
照
り
の
溽
暑
の

中
、
久
々
に
大
笑
い
し
て
い
る
妻
を
見
て
、
八
束
は
か
え
っ
て
悲
し
み
が
こ
み
上
げ
て
く

る
。「
こ
け
ゐ
る
」
に
表
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
常
軌
を
逸
し
た
よ
う
な
妻
の
笑
い
の
中
に
、

一
瞬
、
狂
れ
た
よ
う
な
表
情
を
見
て
し
ま
っ
た
の
か
。
笑
い
こ
け
て
で
も
い
な
け
れ
ば
、

妻
も
八
束
も
や
り
切
れ
な
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
つ
く
づ
く
運
命
の
残
酷
さ
を
感
じ
る

句
。
あ
え
て
俳
句
に
刻
む
し
か
、
八
束
も
抗
う
す
べ
が
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。 

 

漉
弓
の
糸
二
た
す
ぢ
に
雪
の
翳 

 
 

 
 

 

（
昭
和
四
五
年
） 

  

吉
野
国
栖
村
で
の
紙
漉
に
取
材
し
た
句
。
紙
漉
の
工
房
も
八
束
の
好
ん
だ
風
景
だ
っ
た
。

風
土
の
き
び
し
さ
に
耐
え
な
が
ら
、
質
素
な
身
な
り
で
寡
黙
に
手
作
業
を
し
て
い
る
生
活

風
景
が
、
八
束
の
目
に
は
尊
く
映
る
の
だ
ろ
う
。 

 

和
紙
は
漉
し
舟
に
原
料
、
水
、
「
ネ
リ
」
（
粘
り
あ
る
液
体
）
を
入
れ
か
き
ま
ぜ
た
も
の

を
、
簀
桁
で
す
く
っ
て
小
刻
み
に
縦
横
に
揺
ら
し
、
一
枚
一
枚
漉
い
て
出
来
上
が
っ
て
い

く
の
だ
が
、
こ
の
漉
し
舟
は
天
上
か
ら
二
本
の
糸
で
吊
る
さ
れ
て
い
る
。
八
束
の
句
は
、

お
そ
ら
く
窓
ガ
ラ
ス
か
天
窓
か
ら
と
ど
い
て
く
る
雪
の
翳
が
こ
の
二
本
の
糸
に
映
っ
て
い

る
と
い
う
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
ら
は
、
漉
く
た
び
に
揺
れ
動
い
て
漉
舟
の
沈
む
よ
う
な
光
と

は
ま
た
別
の
、
糸
に
ま
と
わ
り
着
く
よ
う
な
か
す
か
な
光
で
は
な
い
か
。
た
い
へ
ん
繊
細

な
感
覚
の
働
い
た
句
だ
と
思
う
。 
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海
染
め
て
く
る
秋
風
の
白
き
使
者 

 
 

 
 

（
昭
和
四
五
年
） 

 
 

 

八
束
に
と
っ
て
昭
和
四
五
年
は
不
作
の
年
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
頻
繁
に
旅
吟
も
行
う
が
、

比
較
的
平
凡
な
見
立
て
や
説
明
的
な
写
生
句
が
多
く
、
ひ
と
こ
と
で
言
え
ば
「
言
葉
が
立

っ
て
こ
な
い
」
。
お
そ
ら
く
、
「
秋
」
一
〇
周
年
の
諸
行
事
や
妻
の
入
退
院
な
ど
で
、
慌
た

だ
し
い
日
が
続
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。 

こ
の
句
も
、
格
段
抜
け
出
た
句
で
は
な
い
。
秋
風
が
白
い
の
は
「
白
秋
」
に
ち
な
む
も

の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
こ
に
詩
的
独
自
性
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
句
の
よ
さ

は
、「
海
染
め
て
く
る
」
と
こ
ろ
に
あ
る
。
秋
の
海
は
、
夏
に
比
べ
て
白
い
光
り
が
海
面
を

漂
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
大
陸
か
ら
と
ど
く
秋
風
が
「
白
い
使
者
」

と
な
っ
て
海
光
を
白
く
染
め
、
や
が
て
陸
に
上
が
っ
て
山
河
に
人
里
に
白
い
光
を
も
た
ら

す
。
そ
し
て
、
そ
の
使
者
は
、
八
束
の
人
生
風
景
を
白
く
染
め
、
胸
中
も
「
白
く
」
染
め

あ
げ
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
。 

 

こ
の
「
白
」
は
冬
の
到
来
の
前
触
れ
と
し
て
の
雪
の
白
で
は
な
く
、
純
粋
に
秋
の
光
の

感
覚
的
な
白
さ
を
言
い
た
か
っ
た
の
だ
と
思
う
。
爽
や
か
で
あ
る
と
同
時
に
寂
寥
感
を
も

た
ら
す
「
白
」
。
季
語
の
二
面
性
が
、
感
覚
的
に
詩
的
に
引
き
出
さ
れ
た
作
に
な
っ
て
い
る
。 

 

湯
豆
腐
や
い
と
ぐ
ち
何
も
な
か
り
け
り 

 
 

（
昭
和
四
六
年
） 

  

句
意
は
明
瞭
で
あ
ろ
う
。
相
手
と
向
き
合
っ
て
湯
豆
腐
を
食
し
な
が
ら
、
あ
る
問
題
の

解
決
の
糸
口
を
探
っ
て
い
た
の
だ
が
、
と
う
と
う
言
い
出
せ
ず
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
の

だ
。
湯
豆
腐
の
よ
う
に
相
手
も
体
（
て
い
）
よ
く
受
け
流
し
な
が
ら
、
付
け
入
る
隙
を
見

せ
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
八
束
は
ま
だ
五
〇
歳
ほ
ど
。
相
手
の
方
が
社
会
を
心
得

て
い
た
も
の
と
思
え
る
。
い
や
、
相
手
も
救
い
の
手
を
さ
し
の
べ
て
や
り
た
く
も
、
で
き

な
い
よ
う
な
事
情
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。 

 

湯
豆
腐
の
句
と
言
え
ば
、
〈
湯
豆
腐
や
い
の
ち
の
は
て
の
う
す
あ
か
り 

久
保
田
万
太

郎
〉（
昭
和
三
七
年
）
を
思
い
浮
か
べ
る
が
、
八
束
も
こ
の
句
を
当
然
知
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。

万
太
郎
の
命
の
果
て
の
よ
う
な
寂
莫
と
し
た
ほ
の
明
り
と
同
様
に
、
八
束
の
句
も
ど
ち
ら

か
と
い
え
ば
薄
暗
い
明
り
で
あ
ろ
う
。
万
太
郎
は
愛
妻
を
亡
く
し
て
の
ち
の
寂
し
さ
、
八

束
は
や
が
て
来
る
か
も
し
れ
な
い
妻
の
死
へ
の
不
安
と
恐
れ
、
と
し
ず
か
に
心
の
底
で
通

い
合
っ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
い
。 

 

も
っ
と
も
、
こ
こ
で
妻
の
事
情
ま
で
持
ち
出
す
の
は
、
一
句
独
立
の
読
み
と
し
て
は
八

束
の
深
刻
さ
に
同
情
し
て
、
作
品
の
中
に
も
辛
苦
を
引
き
寄
せ
よ
う
と
す
る
勇
み
足
で
あ

ろ
う
。
自
解
に
お
い
て
も
、
口
の
重
い
客
を
相
手
に
話
題
の
糸
口
が
な
か
な
か
見
つ
か
ら
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な
い
情
景
を
ほ
の
め
か
し
て
い
る
。
（
「
俳
句
研
究
」
昭
和
六
一
年
二
月
号
）
だ
か
ら
、
句

意
は
、
あ
く
ま
で
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
な
範
囲
で
と
ど
め
、
糸
口
を
探
し
て
い
た
そ
の
主

題
は
何
か
は
、
読
者
の
想
像
に
任
さ
れ
て
い
る
と
考
え
よ
う
。 

本
来
な
ら
ば
ア
ツ
ア
ツ
と
し
て
美
味
い
冬
の
湯
豆
腐
だ
が
、
そ
の
温
か
さ
を
素
直
に
喜

べ
な
い
よ
う
な
困
惑
し
た
心
理
を
映
し
た
人
事
俳
句
の
世
界
を
読
ん
だ
と
こ
ろ
に
、
う
す

う
す
と
危
機
感
を
感
じ
て
や
ま
な
い
の
だ
が
、
さ
て
こ
と
の
真
相
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
だ

ろ
う
か
・
・
・
。 

 
 白

梅
や
室む

ろ

千
軒
の
点
り
そ
む 

 
 

 
 

 
 

（
昭
和
四
六
年
） 

  

こ
の
句
の
直
前
に
〈
室
津
遊
女
の
墓
に
海
の
梅 

八
束
〉
が
あ
る
の
で
、
こ
の
句
の
「
室

（
む
ろ
）
」
は
兵
庫
県
御
津
町
の
室
津
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
江
戸
時
代
に
は
北
前
船
の
寄
港

地
と
し
て
も
栄
え
、
本
陣
を
は
じ
め
、
豪
商
の
邸
宅
、
宿
屋
、
置
屋
な
ど
が
軒
を
連
ね
、

「
室
津
千
軒
」
と
呼
ば
れ
た
と
の
こ
と
。
と
す
る
と
、
八
束
は
室
津
の
町
並
み
を
歩
き
な

が
ら
、
い
ま
は
幻
に
な
っ
た
古
き
日
の
街
道
の
風
景
を
思
い
描
い
て
句
を
詠
ん
だ
こ
と
に

な
る
。 

も
っ
と
焦
点
を
絞
っ
て
ゆ
く
と
、
八
束
の
句
は
、
大
好
き
な
蕪
村
の
〈
梅
咲
て
帯
買
ふ

室
の
遊
女
か
な
〉
を
踏
ま
え
て
の
挨
拶
句
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
蕪
村
も
こ
の
地
に
立
ち
寄

っ
た
の
だ
。
蕪
村
の
句
は
遊
女
が
梅
の
咲
く
こ
ろ
に
新
し
い
帯
を
買
い
に
出
か
け
る
浮
き

浮
き
し
た
さ
ま
を
描
い
た
も
の
だ
、
と
八
束
は
折
に
ふ
れ
話
し
て
く
れ
た
。
遊
女
の
け
な

げ
な
さ
ま
に
惹
か
れ
た
の
だ
、
と
。 

蕪
村
の
お
そ
ら
く
は
「
紅
梅
」
に
対
し
て
、
八
束
は
「
白
梅
」
で
呼
応
し
、
一
幅
の
屏

風
を
思
い
描
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
蕪
村
は
昼
の
風
景
で
あ
ろ
う
。
実
際
に
ま
だ
眼
前
に
繰

り
広
げ
ら
れ
る
現
実
の
風
景
。
対
し
て
、
八
束
は
、
薄
暮
、
遊
郭
に
も
灯
が
と
も
る
こ
ろ

を
思
い
浮
か
べ
た
。
す
で
に
想
像
で
描
く
幻
の
世
界
だ
。
遊
女
の
世
界
を
思
い
浮
か
べ
な

が
ら
も
、
「
白
」
が
効
い
て
い
る
の
か
、
句
は
や
わ
ら
か
い
品
位
に
つ
つ
ま
れ
て
い
る
。 

 

曼
珠
沙
華
霧
曳
く
首
の
通
り
け
り 

 
 

 
 

（
昭
和
四
六
年
） 

 

曼
珠
沙
華
は
、
少
な
く
て
も
晩
年
は
八
束
の
嫌
い
な
花
で
あ
っ
た
。
私
も
生
理
的
に
あ

ま
り
好
き
に
は
な
れ
な
い
。
八
束
の
理
由
は
、
花
が
あ
か
ら
さ
ま
で
品
が
な
い
、
と
い
う

よ
う
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
う
。
た
し
か
に
そ
の
目
で
見
て
み
る
と
、
ど
こ
と
な

く
妖
美
で
淫
靡
な
さ
ま
を
押
し
付
け
ら
れ
る
よ
う
で
、
一
歩
退
い
て
し
ま
う
雰
囲
気
も
あ

る
。
薔
薇
の
句
は
詠
ん
だ
こ
と
が
な
い
、
と
晩
年
し
き
り
に
強
調
し
て
い
た
が
、
曼
珠
沙

華
の
句
も
数
少
な
い
と
思
う
。
そ
の
貴
重
な
三
句
が
こ
こ
に
あ
る
。〈
曼
珠
沙
華
時
空
の
波
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の
ひ
ろ
が
れ
る
〉
〈
虚
ろ
な
る
別
辞
か
は
し
ぬ
曼
珠
沙
華
〉
、
そ
し
て
冒
頭
の
作
だ
。 

句
意
は
、
曼
珠
沙
華
の
群
れ
咲
く
中
を
、
一
人
過
ぎ
ゆ
く
人
が
見
え
る
。
よ
く
見
る
と
、

そ
の
首
は
霧
を
曳
い
て
い
く
よ
う
だ
、
と
い
う
の
だ
ろ
う
。
秋
の
霧
を
曳
い
て
一
人
の
餓

鬼
が
通
り
抜
け
て
ゆ
く
よ
う
で
鬼
気
迫
る
。
曼
珠
沙
華
の
痩
せ
き
っ
た
無
数
の
手
が
躍
り

や
ま
ず
、
過
ぎ
て
ゆ
く
餓
鬼
を
追
い
か
け
、
そ
の
首
を
つ
か
も
う
と
す
る
か
の
よ
う
だ
。

八
束
の
幼
児
体
験
が
あ
る
か
ど
う
か
は
知
ら
な
い
が
、
禍
々
し
い
曼
珠
沙
華
の
奥
に
あ
る

作
者
の
原
風
景
の
よ
う
な
も
の
を
摑
み
出
し
た
句
で
は
な
い
か
と
思
う
。 

 

鍵
握
る
孤
り
の
冬
と
な
り
に
け
り 

 
 

 
 

（
昭
和
四
六
年
） 

 

い
ま
ま
で
は
家
に
帰
る
と
妻
が
い
て
明
か
り
が
点
っ
て
い
た
の
に
、
事
が
あ
っ
て
（
こ

こ
で
は
妻
の
入
院
に
よ
る
留
守
に
よ
っ
て
）
、
し
ば
ら
く
八
束
は
家
の
鍵
を
持
ち
歩
き
自
分

で
家
の
戸
を
開
け
閉
め
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
と
い
う
の
だ
ろ
う
。
ち
ょ
う
ど
「
鍵

っ
子
」
と
い
う
の
が
流
行
っ
た
頃
だ
が
、
そ
れ
を
知
っ
て
い
る
読
者
で
あ
れ
ば
、
こ
の
句

に
苦
々
し
い
ユ
ー
モ
ア
を
感
じ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
自
嘲
め
い
た
微
苦
笑
の
後
の
心

細
さ
。 

ど
こ
と
な
く
、
い
つ
か
紹
介
し
た
〈
く
ら
が
り
に
歳
月
を
負
ふ
冬
帽
子 

八
束
〉
の
雰

囲
気
に
似
て
は
い
ま
い
か
。
こ
の
鍵
握
る
八
束
の
あ
た
り
も
く
ら
が
り
で
あ
る
に
違
い
な

い
。
特
に
秀
で
た
作
と
い
う
ほ
ど
で
は
な
い
が
、
苦
渋
の
時
代
の
映
っ
た
自
画
像
と
し
て

忘
れ
ら
れ
な
い
。 

 

林
檎
も
ぐ
娘
に
従
く
牛
と
離
る
牛 

 
 

 
 

（
昭
和
四
六
年
） 

 

こ
の
年
の
晩
秋
、
八
束
は
初
め
て
の
欧
州
旅
行
に
出
か
け
る
。〈
黄
落
や
森
の
奥
処
の
白

塑
像
〉〈
水
時
計
映
り
て
水
の
澄
み
に
け
り
〉〈
霧
ぐ
も
る
抜
け
天
井
に
神
の
声
〉〈
秋
日
燦

廃
墟
に
か
ざ
す
手
が
残
り
〉
な
ど
新
鮮
な
風
景
に
出
合
い
な
が
ら
、
ス
イ
ス
は
ル
ツ
ェ
ル

ン
湖
に
辿
り
つ
い
て
、
こ
こ
で
十
句
を
詠
む
。 

こ
の
句
も
そ
の
一
つ
。
ル
ツ
ェ
ル
ン
湖
は
「
四
つ
の
森
の
州
の
湖
」
と
い
う
意
味
を
持

つ
。
ス
イ
ス
の
中
央
に
あ
る
な
か
な
か
幻
想
的
な
美
し
い
湖
だ
そ
う
で
、
正
式
に
は
フ
ィ

ア
ヴ
ァ
ル
ト
シ
ュ
テ
ッ
テ
湖
と
呼
ば
れ
る
。
こ
の
句
は
、
そ
の
湖
の
ほ
と
り
あ
た
り
に
開

け
た
牧
場
で
あ
ろ
う
か
。
折
か
ら
木
に
は
林
檎
が
生
っ
て
い
て
、
そ
れ
を
乙
女
が
捥
い
で

い
る
。
そ
の
娘
に
寄
り
添
っ
て
く
る
牛
も
い
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
す
こ
し
離
れ
て
ゆ
く
牛
も

い
る
。
人
間
と
家
畜
と
が
共
生
す
る
、
自
然
な
生
活
の
中
に
あ
る
牧
歌
的
風
景
だ
。 

こ
の
自
然
な
叙
情
的
風
景
は
、
あ
る
意
味
で
張
り
詰
め
た
気
分
で
毎
日
を
送
っ
て
き
た

八
束
に
と
っ
て
は
、
ひ
さ
び
さ
に
気
分
が
和
ら
ぎ
、
や
さ
し
い
感
情
が
自
然
に
引
き
出
さ
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れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
う
い
う
句
が
も
っ
と
多
く
詠
ま
れ
て
も
よ
か
っ
た
の
に
、
と
改

め
て
八
束
の
私
生
活
の
苦
難
を
思
う
。 

 

霧
迅
し
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
が
動
き
く
る 

 
 

 

（
昭
和
四
六
年
） 

 

言
わ
ず
と
知
れ
た
、
パ
リ
の
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
寺
院
で
あ
る
。
冬
霧
が
速
力
を
増
し
て
流

れ
て
ゆ
く
。
ふ
と
見
上
げ
る
と
、
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
が
黒
々
と
動
き
迫
っ
て
く
る
よ
う
に
感

じ
ら
れ
た
、
と
い
う
の
だ
。
霧
の
中
か
ら
戦
艦
の
よ
う
に
突
如
、
現
れ
た
大
寺
院
の
影
。

そ
の
威
容
に
押
し
や
ら
れ
そ
う
に
な
る
印
象
は
、
ま
た
八
束
が
初
め
て
の
パ
リ
か
ら
否
応

な
く
受
け
た
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。 

パ
リ
の
文
化
は
、
映
画
や
化
粧
品
や
モ
ー
ド
な
ど
、
き
ら
び
や
か
で
洒
落
た
も
の
ば
か

り
で
は
な
く
、
庶
民
的
な
息
づ
か
い
に
加
え
て
、
他
方
に
剛
直
で
荘
重
な
も
の
が
あ
る
。

革
命
に
至
る
歴
史
の
重
み
が
黒
々
と
し
た
厚
み
に
な
っ
て
残
っ
て
い
る
都
市
。
そ
れ
も
パ

リ
だ
。
こ
の
句
は
、
感
覚
を
ま
る
ご
と
ぶ
つ
け
た
よ
う
な
、
太
く
簡
潔
な
表
現
で
、
野
獣

の
よ
う
な
歴
史
の
息
を
生
々
し
く
捉
え
た
瞬
間
で
も
あ
っ
た
。 

  
 

 
 

 
 

 
 
 

【
海
外
吟
と
季
語
】 

先
の
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
の
句
に
絡
ん
で
、
そ
の
自
解
文
の
中
で
、
八
束
は
「
海
外
吟
と
季

語
」
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
そ
の
中
か
ら
大
切
な
部
分
を
引
用
し
て
お
こ
う
。
（
「
俳
句

研
究
」
昭
和
六
一
年
二
月
号
）
こ
の
文
が
書
か
れ
た
の
は
昭
和
六
一
年
だ
が
、
こ
の
頃
は

ま
だ
海
外
吟
に
否
定
的
意
見
が
多
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
八
束
が
最
初
に
欧
州
旅
行
を
し
た

昭
和
四
六
年
で
あ
れ
ば
、
尚
更
の
こ
と
周
囲
の
目
は
冷
や
や
か
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
る
。
文
化
的
好
奇
心
と
人
間
的
共
感
。
八
束
の
海
外
吟
詠
の
初
期
の
動
機
は
そ
の

よ
う
な
も
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
や
が
て
次
第
に
、
日
本
に
は
な
い
時
間
及
び
空
間
の
軸

に
惹
か
れ
て
、
仮
幻
の
世
界
を
求
め
て
の
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
と
な
っ
て
い
っ
た
。 

《
日
本
で
育
っ
た
季
語
が
外
国
に
通
用
す
る
は
ず
は
な
い
か
ら
と
い
う
理
由
が
主
で
、

欧
州
で
作
ら
れ
た
俳
句
な
ど
を
認
め
よ
う
と
し
な
い
俳
人
も
多
い
。
が
そ
う
し
た
人
は
欧

州
を
知
ら
な
い
で
、
欧
州
に
旅
行
す
ら
し
て
い
な
い
人
だ
ろ
う
と
思
う
。
む
ろ
ん
万
を
超

え
る
日
本
の
季
語
の
全
部
が
欧
州
に
適
用
で
き
る
は
ず
は
な
い
。
が
日
本
の
季
語
と
同
じ

季
語
と
な
る
も
の
も
、
季
節
や
気
象
だ
け
で
な
く
動
物
・
植
物
な
ど
の
生
物
や
衣
食
住
の

人
事
ま
で
、
ず
い
ぶ
ん
と
多
い
。（
中
略
）
新
鮮
な
欧
州
の
風
物
人
事
は
私
の
作
句
主
題
と

し
て
最
も
魅
力
あ
る
も
の
で
も
あ
る
。
自
分
の
人
生
を
内
省
す
る
に
は
内
外
の
旅
に
出
る

の
が
一
番
い
い
こ
と
も
事
実
だ
。
》 

 

こ
の
文
を
書
く
ま
で
に
は
、
八
束
は
何
度
か
海
外
に
旅
行
し
て
、
季
語
が
日
本
以
上
に

瑞
々
し
く
働
い
て
い
る
風
景
に
多
く
出
く
わ
し
て
い
る
。
日
本
で
は
現
代
文
化
の
中
で
後
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退
し
て
し
ま
っ
た
季
語
も
、
欧
州
で
は
広
大
な
自
然
と
人
間
の
共
存
の
中
で
、
ま
だ
本
来

の
姿
を
見
せ
て
い
る
場
合
が
結
構
多
い
。
文
化
的
鎖
国
の
よ
う
に
自
分
た
ち
の
世
界
だ
け

に
閉
じ
こ
も
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
新
た
な
事
実
に
目
を
向
け
て
、
未

知
の
世
界
に
感
性
を
ひ
ら
い
て
い
く
の
が
八
束
の
長
所
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
作
品
と

し
て
の
海
外
俳
句
の
出
来
は
必
ず
し
も
全
部
が
よ
い
と
は
思
え
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

国
内
の
旅
も
無
数
に
行
っ
て
の
上
で
の
海
外
吟
詠
は
、
た
と
え
ば
晩
年
の
句
集
『
白
夜
の

旅
人
』
に
見
る
よ
う
に
、
次
第
に
成
果
を
上
げ
て
ゆ
く
。 

海
外
吟
詠
は
、
も
と
も
と
虚
子
、
青
邨
は
じ
め
、
先
人
の
積
極
的
な
試
行
に
つ
づ
き
、

有
馬
朗
人
、
鷹
羽
狩
行
な
ど
も
積
極
的
に
行
っ
て
、
新
し
い
世
界
を
ひ
ら
い
て
き
た
こ
と

は
言
う
ま
で
も
な
い
。
有
馬
朗
人
の
よ
う
に
実
際
に
住
ん
で
の
生
活
句
と
ま
で
は
い
か
な

い
が
、
八
束
の
海
外
吟
行
の
試
行
と
収
穫
も
見
逃
せ
な
い
も
の
と
し
て
評
価
で
き
る
の
で

は
な
い
か
と
思
う
。 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

【
初
海
外
吟
の
収
穫
（
イ
タ
リ
ア
編
）
】 

『
高
野
谿
』
に
お
け
る
最
後
の
三
章
は
、
八
束
に
と
っ
て
の
初
め
て
の
海
外
吟
を
世
に

問
う
場
で
も
あ
っ
た
。
先
日
も
記
し
た
よ
う
に
、
必
ず
し
も
成
功
例
ば
か
り
と
は
言
え
な

い
が
、
一
三
〇
余
句
の
中
か
ら
収
穫
句
を
一
覧
し
て
お
く
の
も
よ
い
か
と
思
う
。 

な
ぜ
な
ら
ば
、
一
般
に
『
高
野
谿
』
の
評
価
は
、〈
風
の
穂
の
し
ら
み
て
凍
る
高
野
谿
〉〈
仁

王
の
眼
を
啄
木
鳥
（
け
ら
）
が
た
た
け
り
高
野
谿
〉
な
ど
、「
高
野
谿
」
に
展
開
し
た
諸
作

の
幽
玄
諧
謔
の
世
界
に
対
し
て
為
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
句
集
の
他
方
に
は
、
海
外
詠
と

い
う
最
晩
年
ま
で
八
束
が
追
い
求
め
て
や
ま
な
か
っ
た
も
う
一
つ
の
新
し
い
世
界
へ
の
出

発
点
が
抱
え
込
ま
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
ま
ず
は
、
イ
タ
リ
ア
か
ら
眺
め
よ
う
。 

黄
落
や
森
の
奥
処
（
お
く
が
）
の
白
塑
像 

黄
落
や
ポ
ン
テ
・
ミ
ル
ビ
オ
の
白
鴎 

ミ
ケ
ラ
ン
ジ
エ
ロ
の
金
白
檀
や
冬
微
光 

霧
ぐ
も
る
抜
け
天
井
に
神
の
声 

カ
タ
コ
ン
ベ
冷
え
透
る
闇
光
り
を
り 

尖
々
と
夜
空
の
ド
ー
モ
時
雨
れ
を
り 

現
代
な
ら
ば
あ
ら
か
じ
め
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
テ
レ
ビ
・
雑
誌
で
間
接
体
験
も
過
分
に

で
き
よ
う
が
、
こ
の
時
代
は
ま
だ
ほ
と
ん
ど
が
文
字
や
書
籍
か
ら
得
た
情
報
で
あ
っ
た
筈
。

空
気
の
異
な
る
欧
州
の
天
然
色
に
触
れ
て
、
ほ
ん
と
う
に
急
に
視
界
が
開
け
た
よ
う
に
感

じ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
も
、
も
の
珍
し
い
文
化
以
前
に
、
日
本
と
は
異
な
る

光
や
色
彩
に
心
動
か
さ
れ
て
い
る
さ
ま
が
い
き
い
き
と
伝
わ
っ
て
く
る
。
も
ち
ろ
ん
文
学

か
ら
得
た
前
知
識
も
あ
る
に
は
あ
っ
た
に
違
い
な
い
が
、
実
景
か
ら
受
け
る
実
感
を
重
ん

じ
て
、
少
し
ず
つ
工
夫
を
し
て
詠
ん
で
い
る
。 

そ
の
上
、
ポ
ン
テ
・
ミ
ル
ビ
オ
、
コ
ロ
ツ
セ
オ
、
カ
タ
コ
ン
ベ
、
オ
ル
ビ
エ
ト
な
ど
、

日
本
語
と
は
感
触
の
違
う
イ
タ
リ
ア
語
の
音
韻
も
八
束
の
感
覚
を
刺
激
し
た
よ
う
だ
。
よ
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く
読
ん
で
み
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
音
韻
に
ふ
さ
わ
し
い
情
景
を
描
き
出
し
て
い
る
よ
う
に

も
感
じ
ら
れ
て
興
味
深
い
。 

 

【
初
海
外
吟
の
収
穫
（
ス
イ
ス
編
）
】 

イ
タ
リ
ア
の
後
、
八
束
の
足
は
ス
イ
ス
に
向
く
。 

緬
羊
は
湖
畔
を
帰
る
雪
催
ひ 

風
花
や
湖
心
の
舟
の
通
信
兵 

林
檎
も
ぐ
娘
に
従
く
牛
と
離
る
牛 

底
冷
え
の
湖
畔
の
町
の
女
兵 

山
鳴
つ
て
吹
雪
直
下
に
湧
き
お
こ
る 

岸
壁
に
吹
雪
は
り
つ
く
煙
あ
ぐ 

山
の
音
鳴
る
と
き
氷
室
（
ひ
む
ろ
）
蒼
く
澄
む 

蒼
白
に
氷
室
の
霧
の
流
れ
け
り 

装
甲
車
ア
ル
プ
ス
の
雪
着
て
下
り
来 

ヨ
ー
デ
ル
や
チ
ー
ズ
を
焚
け
ば
雪
が
ふ
る 

永
世
中
立
宣
言
を
行
っ
た
国
ス
イ
ス
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
際
に
訪
ね
る
と
、
ヨ
ー
デ

ル
や
ア
ル
プ
ス
の
絶
景
な
ど
と
い
う
観
光
図
絵
と
は
異
な
っ
た
面
も
見
え
て
く
る
。
町
に

も
湖
に
も
、
兵
が
存
在
す
る
国
も
ス
イ
ス
だ
っ
た
。
装
甲
車
も
過
ぎ
て
行
っ
た
。
ア
ル
プ

ス
も
美
し
く
晴
れ
渡
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
吹
雪
が
岸
壁
に
貼
り
つ
く
よ
う
な
「
魔
」
の

側
面
を
も
曝
し
て
き
た
。
ア
ル
プ
ス
で
は
山
が
高
い
の
で
、
眼
下
に
吹
雪
が
湧
く
の
を
捉

え
る
こ
と
が
で
き
る
。〈
山
鳴
つ
て
吹
雪
直
下
に
湧
き
お
こ
る
〉
の
句
も
な
か
な
か
力
が
こ

も
っ
て
い
て
忘
れ
難
い
。
し
か
し
な
が
ら
一
方
で
、
湖
の
ほ
と
り
を
帰
っ
て
ゆ
く
緬
羊
や
、

林
檎
を
も
ぐ
娘
と
牛
た
ち
、
そ
し
て
ヨ
ー
デ
ル
と
チ
ー
ズ
な
ど
の
風
景
な
ど
は
、
や
は
り

ス
イ
ス
に
求
め
て
き
た
抒
情
の
一
つ
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
氷
室
は
想
像
す
る
の
み
な
の
だ

が
、
厳
し
い
大
自
然
の
中
に
長
い
時
間
を
か
け
て
抱
え
込
ん
だ
氷
室
。
そ
こ
か
ら
は
神
秘

的
な
時
間
が
流
れ
出
て
く
る
よ
う
だ
。 

 

【
初
海
外
吟
の
収
穫
（
ド
イ
ツ
・
オ
ラ
ン
ダ
編
）
】 

菩
提
樹
（
り
ん
で
ん
）
の
落
葉
は
ゲ
ー
テ
の
母
の
窓
に 

ゲ
ー
テ
の
父
の
壁
炉
は
陶
（
す
ゑ
）
の
青
き
冷
え 

乳
牛
の
背
に
鷗
ゐ
て
霧
の
風
車 

霧
ご
め
の
運
河
の
焚
火
あ
が
り
け
り 

撥
ね
橋
の
花
嫁
白
し
黄
落
期 

新
婚
の
馬
車
に
運
河
の
落
葉
舞
ふ 

屋
根
裏
の
窓
に
冬
来
て
ア
ン
ネ
亡
し 

ド
イ
ツ
で
は
、
ゲ
ー
テ
が
中
心
だ
っ
た
が
、
な
か
な
か
ド
イ
ツ
の
風
景
を
日
本
語
の
リ

ズ
ム
に
捉
え
る
こ
と
は
難
題
だ
っ
た
よ
う
だ
。
な
か
な
か
五
七
五
に
ま
と
ま
ら
な
い
。「
り
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ん
で
ん
」
と
こ
こ
で
も
ド
イ
ツ
語
ら
し
き
雰
囲
気
を
音
韻
で
も
出
そ
う
と
試
行
し
て
い
る

よ
う
に
思
え
る
。 

そ
れ
に
対
し
て
オ
ラ
ン
ダ
の
方
が
、
情
感
的
に
五
七
五
に
詠
い
や
す
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

丈
高
く
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
い
ず
れ
も
奥
行
き
を
感
じ
さ
せ
な
が
ら
、
情
景
と
情

感
と
が
明
快
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
旅
を
重
ね
国
内
詠
で
鍛
え
て
き
た
八
束
の
写
生
の
腕

の
確
か
さ
が
、
こ
こ
に
現
れ
て
い
る
。 

蛇
足
だ
が
、〈
撥
ね
橋
の
花
嫁
白
し
黄
落
期
〉
の
句
は
、
後
に
〈
跳
ね
橋
に
花
嫁
白
衣
の

黄
落
期
〉
（
『
石
原
八
束
』
花
神
社
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
〔
俳
句
〕
三
六
・
花
神
社
刊
・
平
成
七

年
）
と
直
さ
れ
て
い
る
が
、
原
句
の
方
が
素
直
で
よ
い
と
思
う
。 

 

【
初
海
外
吟
の
収
穫
（
フ
ラ
ン
ス
編
）
】 

霧
迅
し
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
が
動
き
く
る 

モ
ナ
・
リ
ザ
の
微
笑
を
仰
ぐ
手
套
ぬ
ぎ 

凱
旋
門
さ
し
て
落
葉
の
灯
が
の
ぼ
る 

倫
敦
や
パ
イ
プ
を
購
う
て
霧
に
消
ゆ 

落
葉
道
人
形
売
り
が
孤
（
ひ
と
）
り
来
る 

落
葉
被
て
ウ
エ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
大
寺
院 

フ
ラ
ン
ス
は
八
束
が
い
ち
ば
ん
訪
ね
た
か
っ
た
国
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、

三
好
達
治
は
じ
め
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
文
学
者
た
ち
の
本
を
多
読
し
、
フ
ラ
ン
ス
詩
や
文
学

に
つ
い
て
か
な
り
の
知
識
を
蓄
え
て
い
た
か
ら
だ
。
こ
こ
で
も
そ
れ
ら
が
句
の
バ
ッ
ク
ボ

ー
ン
と
し
て
見
え
透
い
て
い
な
い
で
も
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
は
素
直
に
観
察

を
し
な
が
ら
、
客
観
／
主
観
写
生
と
笑
い
を
う
ま
く
使
い
こ
な
し
て
い
る
。〈
モ
ナ
・
リ
ザ

の
微
笑
を
仰
ぐ
手
套
ぬ
ぎ
〉
の
「
手
套
を
ぬ
ぎ
」
は
簡
単
な
動
作
な
が
ら
、
な
か
な
か
出

て
こ
な
い
言
葉
で
は
な
い
か
。
自
分
の
動
作
に
対
す
る
ち
ょ
っ
と
し
た
軽
い
笑
い
が
句
の

中
に
生
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
笑
い
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
ウ
エ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
寺
院
の
擬
人

化
の
句
に
も
見
ら
れ
る
が
、
ほ
か
の
写
生
の
句
も
落
ち
着
い
た
句
柄
に
収
ま
っ
て
き
て
い

る
の
が
特
記
さ
れ
よ
う
。 

 

さ
て
、
こ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
の
旅
の
帰
路
は
北
極
回
り
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
次
の
五
句

を
残
し
て
い
る
。 

北
極
や
無
垢
の
白
夜
の
凍
て
徹
る 

北
極
の
未
明
凍
光
青
む
ま
で 

オ
ー
ロ
ラ
の
う
す
虹
い
ろ
や
寒
の
澄
み 

凍
光
に
機
翼
の
染
ま
る
極
の
澄
み 

極
光
の
虹
た
ち
の
ぼ
る
夜
の
凍
て 

こ
れ
ら
の
句
に
見
る
「
白
夜
」
「
極
光
（
＝
オ
ー
ロ
ラ
）
」
な
ど
、
い
ず
れ
も
季
語
を
は

る
か
に
超
え
た
天
空
の
現
象
に
息
を
の
ん
だ
に
違
い
な
い
。
八
束
の
後
の
代
表
句
集
『
白

夜
の
旅
人
』
の
契
機
は
、
は
じ
め
は
父
・
舟
月
の
晩
年
の
北
欧
詠
へ
の
共
感
と
思
慕
に
あ
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っ
た
か
と
思
わ
れ
た
が
、
案
外
こ
の
欧
州
旅
吟
の
帰
路
に
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ

こ
で
は
、
虚
子
が
熱
帯
季
語
を
生
ん
だ
よ
う
に
新
季
語
を
作
る
こ
と
も
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ

「
凍
て
」
「
寒
」
と
い
う
冬
の
季
語
を
あ
し
ら
う
こ
と
に
よ
っ
て
有
季
の
句
に
し
て
い
る
。

多
か
れ
少
な
か
れ
饒
舌
感
を
生
ん
で
い
る
こ
と
も
確
か
だ
。
何
に
し
て
も
、
前
例
の
ほ
と

ん
ど
な
い
こ
と
を
敢
行
す
る
こ
と
は
難
題
も
多
い
。
そ
れ
で
も
、
そ
の
後
も
八
束
は
幾
度

と
な
く
海
外
詠
を
敢
行
し
、
後
に
『
白
夜
の
旅
人
』『
仮
幻
』
な
ど
の
大
き
な
収
穫
を
得
る

に
至
っ
た
。 

   

            

第
五
句
集
『
高
野
谿
』 


