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日
本
倫
理
学
会
第
58
回
大
会
共
通
課
題

｢老
い
｣

隠
遁
と
老
い

論
者
に
与
え
ら
れ
た
課
題
は
､
｢老
い
｣
に
つ
い
て
､
日
本
の
文
学
作
品
を

題
材
に
､
倫
理
学
的
に
考
察
す
る
こ
と
で
あ
る
｡
倫
理
学
会
会
報
に
公
示
さ
れ

た
趣
旨
文
で
は
､
｢｢老
い
｣
を
若
さ
や
能
力
の
減
退
と
し
て
見
切
｣
る
の
で
な

-
､
｢
そ
の
積
極
的
な
価
値
を
掘
り
起
こ
｣
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
て

い
る
｡
し
か
し
､
こ
れ
は
､
｢老
い
｣
と
い
う
言
葉
が
､
さ
し
あ
た
っ
て
は
､

加
齢
に
よ
る
身
体
的
あ
る
い
は
精
神
的
な
減
退
を
意
味
し
て
い
る
以
上
､
非
常

に
困
難
な
課
題
で
あ
ろ
う
｡
例
え
ば
､
｢老
い
｣
の

｢積
極
的
な
価
値
｣
と
言

う
と
､
老
人
を
知
恵
の
象
徴
と
す
る
見
方
が
す
ぐ
さ
ま
思
い
浮
か
べ
ら
れ
､
日

本
の
古
典
文
学
に
お
い
て
も
､
『大
鏡
』
の
語
り
手
に
擬
せ
ら
れ
る
大
宅
世
継

な
ど
を
､
そ
の
好
例
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
が
､
そ
れ
は
あ
-
ま
で
も

象
徴
で
あ
っ
て
､
｢老
い
｣
と
い
う
言
葉
の
持
つ
心
身
の
漸
次
的
な
否
定
的
推

移
と
い
う
意
味
合
い
が
､
そ
こ
で
は
稀
薄
に
な
っ
て
い
る
｡
ま
た
､
そ
の
場
合

の
知
恵
と
い
う

｢積
極
的
な
価
値
｣
が
､
当
の

｢老
い
｣
の
主
体
に
お
い
て
で

木

村

純

二

は
な
-
､
老
人
を
擁
す
る
共
同
体
の
側
か
ら
の
有
効
性
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い

る
こ
と
も
､
課
題
の
本
来
の
ね
ら
い
か
ら
す
れ
ば
､
二
次
的
な
地
点
に
留
ま
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
か
｡
倫
理
学
が
主
体
と
し
て
の
人
間
を
考
究
す
る
学
問
で

あ
る
な
ら
ば
､
ま
ず
は
､
｢老
い
る
｣
主
体
に
お
い
て
､
そ
の
価
値
や
意
義
が

論
じ
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
そ
の
上
で
､
｢老
い
｣
を
対
象
と
し
て

捉
え
た
場
合
の
価
値
が
論
じ
ら
れ
る
べ
き
だ
と
考
え
る
｡

以
下
､
本
論
考
で
は
､
中
世
の
隠
遁
思
想
を
主
要
な
手
掛
か
り
と
し
て
､

｢老
い
｣
の
意
義
に
つ
い
て
論
究
し
て
ゆ
き
た
い
｡

一

隠
遁
と
老
い

ま
ず
は
､
｢老
い
｣
を
否
定
的
に
捉
え
た
も
の
と
し
て
､
『徒
然
草
』
に
お
け

る
兼
好
の
次
の
よ
う
な
言
葉
を
引
用
す
る
と
こ
ろ
か
ら
､
考
察
を
始
め
る
と
し

よ
う
｡
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Ⅷけい
老と遁隠

住
み
果
て
ぬ
世
に
､
み
に
-
き
姿
を
待
ち
え
て
何
か
は
せ
ん
｡
命
長
け
れ

はぢ

ば
､
辱

多
し
｡
長
-
と
も
四
十
に
足
ら
ぬ
ほ
ど
に
て
死
な
ん
こ
そ
､
め
や

す
か
る
ぺ
け
れ
｡
そ
の
ほ
ど
過
ぎ
ぬ
れ
ば
､
か
た
ち
を
恥
づ
る
心
も
な
-
､

人
に
出
で
ま
じ
ら
は
ん
事
を
思
ひ
､
夕
の
陽
に
子
孫
を
愛
し
て
､
栄
ゆ
-

末
を
見
ん
ま
で
の
命
を
あ
ら
ま
し
､
ひ
た
す
ら
世
を
む
さ
ぼ
る
心
の
み
深

く
､
も
の
の
あ
は
れ
も
知
ら
ず
な
り
ゆ
く
な
ん
､
あ
さ
ま
し
さ
｡
(『徒
然

草
』
第
七
段
)

(-
)

総
じ
て
､
『徒
然
草
』
に
お
い
て
､
兼
好
は
老
人
に
厳
し
い
｡
こ
こ
で
も
､
｢老

い
｣
は
､
｢辱
｣
の
多
い

｢
み
に
く
き
姿
｣
と
さ
れ
､
さ
ら
に
は
､
年
を
取
る

と

｢世
を
む
さ
ぼ
る
心
｣
が
深
-
な
り
､
｢
も
の
の
あ
は
れ
｣
も
分
か
ら
な
く

な
る
か
ら
､
長
-
て
も
四
十
歳
に
な
る
前
に
死
ぬ
方
が
よ
い
t
と
述
べ
ら
れ
て

い
る
｡

ち
な
み
に
､
こ
の
章
段
は
､
よ
く
知
ら
れ
た

｢あ
だ
し
野
の
露
き
ゆ
る
時
な

く
､
鳥
郡
山
の
梱
立
ち
さ
ら
で
の
み
住
み
果
つ
る
な
ら
ひ
な
ら
ば
､
い
か
に
も

の
の
あ
は
れ
も
な
か
ら
ん
｡
世
は
さ
だ
め
な
き
こ
そ
い
み
し
け
れ
｣
と
い
う
叙

述
に
導
か
れ
て
お
り
､
全
体
が

｢も
の
の
あ
は
れ
｣
を
テ
ー
マ
に
記
さ
れ
た
も

の
と
理
解
で
き
る
｡
兼
好
に
お
い
て
､
｢も
の
の
あ
は
れ
｣
は
､
｢老
い
｣
に
よ

っ
て
実
感
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
､
｢世
の
さ
だ
め
な
き
｣
こ
と
を
知

る
こ
と
で
､
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
｡

こ
う
し
た
兼
好
の

｢も
の
の
あ
は
れ
｣
論
の
観
念
性
を
取
り
上
げ
､
｢
い
つ

は
り
｣
と
批
判
し
た
の
が
､
本
居
宣
長
で
あ
る
｡
宣
長
は
､
兼
好
が

｢人
は
四

マ
マ

十
に
足
ら
で
死
な
む
こ
そ
､
め
や
す
か
る
ぺ
け
れ
｣
な
ど
と

｢早
く
死
ぬ
る
を

め
や
す
き
こ
と
｣
の
よ
う
に
言

っ
た
の
は
､
｢仏
の
道
に
へ
つ
ら
へ
る
も
の
｣

で
あ
り
､
結
局
は

｢
い
つ
は
り
｣
で
し
か
な
い
､
と
断
ず
る

(『玉
勝
間
』
四

-
七
七
)｡
宣
長
が
兼
好
を
批
判
す
る
の
は
､
単
に
仏
教
思
想
を
排
除
し
よ
う

と
し
た
た
め
で
は
な
い
｡
問
題
は
'
兼
好
が
仏
教
的
意
匠
に
基
い
て
､
伝
統
的

に
重
ん
じ
ら
れ
て
き
た

｢あ
は
れ
｣
を
論
じ
て
い
る
点
に
あ
る
｡
本
来
'
己
れ

自
身
の
情
感
に
お
い
て
感
じ
取
る
べ
き

｢あ
は
れ
｣
を
､
知
的
な
理
解
に
よ
っ

て
獲
得
し
よ
う
と
す
る
態
度
こ
そ
が
､
｢
い
つ
わ
り
｣
と
批
判
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
｡

か
の
法
師
が
言
へ
る
ご
と
-
な
る
は
､
人
の
心
に
さ
か
ひ
た
る
､
後
の
世

ミ
ヤ
ビ

の
さ
か
し
ら
心
の
'
つ
く
り
風

流

に
し
て
､
ま
こ
と
の
み
や
び
ご
ゝ

ろ
に

は
あ
ら
ず
｡
-
-
人
の
心
は
､
う
れ
し
き
事
は
､
さ
し
も
深
-
は
お
ぼ
え

ぬ
も
の
に
て
､
た
ゞ
心
に
か
な
は
ぬ
こ
と
ぞ
､
深
-
身
に
染
み
て
は
お
ぼ

ゆ
る
わ
ざ
な
れ
ば
､
す
べ
て
う
れ
し
き
を
詠
め
る
歌
に
は
､
心
深
さ
は
少

な
く
て
､
心
に
か
な
は
ぬ
筋
を
､
悲
し
み
憂
へ
た
る
に
､
あ
は
れ
な
る
は

多
さ
ぞ
か
し
｡
(同
)

｢
あ
は
れ
｣
や

｢
み
や
び
｣
と
い
っ
た
伝
統
的
情
趣
は
､
｢心
に
か
な
は
ぬ
こ
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と
｣
を

｢深
-
身
に
染
み
て
｣
お
ぼ
え
る
こ
と
で
､
初
め
て
生
ま
れ
て
く
る
も

の
だ
､
と
宣
長
は
言
う
｡
知
的
な
理
解
に
留
ま
ら
ず
､
実
感
に
裏
打
ち
さ
れ
て

い
な
け
れ
ば
､
真
に

｢も
の
の
あ
は
れ
｣
を
知

っ
た
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
｡

｢老
い
｣
の
問
題
と
し
て
捉
え
る
な
ら
ば
､
｢老
い
｣
の
持

つ

｢
あ
は
れ
｣
は
､

実
際
に
み
ず
か
ら
が

｢老
い
｣
と
い
う

｢心
に
か
な
は
ぬ
こ
と
｣
を
感
じ
取
り
､

｢深
く
身
に
染
み
て
｣
お
ぼ
え
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
逆
に
言
え
ば
､

｢老
い
｣
を
深
く
感
じ
取
る
こ
と
は
､
｢
あ
は
れ
｣
と
い
う
伝
統
的
情
趣
に
結
び

つ
-
可
能
性
を
持

っ
て
い
る
､
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
｡

そ
し
て
実
際
に
､
六
十
歳
を
間
近
に
控
え
､
｢老
い
た
る
蚕
の
繭
を
い
と
な

む
が
ご
と
し
｣
と
い
う
べ
き
方
丈
の
庵
を
設
け
た
鴨
長
明
の
隠
遁
生
活
は
､
実

感
に
裏
打
ち
さ
れ
た

｢あ
は
れ
｣
に
満
ち
た
も
の
で
あ
っ
た
｡

ほ
と
と
き
す

春
は
藤
波
を
見
る
｡
紫
雲
の
ご
と
-
し
て
西
方
に
に
は
ふ
｡
夏
は

郭

公

を

聞
く
｡
語
ら
ふ
ご
と
に
死
出
の
山
路
を
契
る
｡
秋
は
ひ
ぐ
ら
し
の
声
耳
に

満
て
り
｡
う
つ
せ
み
の
世
を
か
な
し
む
は
ど
聞
ゆ
｡
冬
は
雪
を
あ
は
れ
ぶ
｡

積
も
り
消
ゆ
る
さ
ま
､
罪
障
に
た
と
へ
つ
べ
し
｡
(『方
丈
記
』
)

深
く
心
に
染
み
入
る
も
の
と
し
て
映

っ
た
の
で
あ
る
｡

長
明
は
､
己
れ
の
隠
遁
生
活
を
取
り
囲
む

｢藤
波
｣
｢郭
公
｣
｢
ひ
ぐ
ら
し
｣

｢雪
｣
と
い
っ
た
季
節
の
景
物
を
､
す
べ
て
死
を
暗
示
す
る
も
の
と
し
て
理
解

し
て
い
る
｡
そ
う
し
た
景
物
は
､
｢老
い
｣
を
自
覚
し
た
長
明
に
と

っ
て
､
仏

教
の
教
理
を
示
す
単
な
る
比
喉
で
は
な
-
､
美
的
景
観
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
､

折
に
つ
け
つ
つ
桜
を
狩
り
､
紅
葉
を
も
と
め
､
わ
ら
び
を
折
り
､
木
の
実

を
拾
ひ
て
､
か
っ
は
仏
に
た
て
ま
つ
り
､
か
っ
は
家
づ

と
に
す
｡
も
し
夜

静
な
れ
ば
､
窓
の
月
に
故
人
を
し
の
び
､
猿
の
声
に
柚
を
う
る
は
す
｡

(同
)

(2
)

長
明
は
､
兼
好
と
違
い
､
極
楽
へ
の
往
生
を
強
-
願

っ
て
い
た
が
､

そ
の
隠
遁

生
活
は
'
狭
義
の
仏
道
修
行
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
-
､
｢花
｣
｢紅
葉
｣

｢
月
｣
｢藤
｣
｢郭
公
｣
と
い
っ
た
美
的
景
観
の
も
た
ら
す

｢あ
は
れ
｣
が
伴
な

う
も
の
で
あ

っ
た
｡
そ
う
し
た

｢
あ
は
れ
｣
を
も
た
ら
す
美
的
景
観
は
､
古
代

に
お
い
て
､
美
的
常
住
の
世
界
と
し
て
観
念
さ
れ
て
お
り
､
そ
れ
が
､
長
明
を

は
じ
め
と
す
る
中
世
の
隠
遁
者
た
ち
に
お
い
て
､
浄
土
教
思
想
の
説
-
極
楽
浄

土
と
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
｡
｢老
い
｣
の
持

つ

｢あ
は
れ
｣
の
背

景
を
探
る
た
め
に
も
'
古
代
に
お
け
る
美
的
常
住
の
世
界
に
つ
い
て
､
節
を
あ

ら
た
め

一
瞥
し
て
お
こ
う
｡

二

美
し
-
不
老
不
死
な
る
世
界

古
代
に
お
け
る
美
的
常
住
の
世
界
を
探
る
た
め
に
､
ま
ず
は
､
よ
-
知
ら
れ

た
浦
島
説
話
を
見
て
お
-
と
し
よ
う
｡



00yU九
)老と逓

み
づの
え

うら
のしま
こ

水
江
の

浦
島
子
が

鰹
釣
り

鯛
釣
り
誇
り

七
日
ま
で

家
に
も
来

う
な
さか

わ
LJつみ

与
と
め

ず
て

海
界
を

過
ぎ
て
漕
ぎ
行
-
に

海
神
の

神
の
娘
子
に

た
ま

こと

さ
か
に

い
漕
ぎ
向
か
ひ

相
と
ぶ
ら
ひ

言
成
り
し
か
ば

か
き
結
び

常
世
に
至
り

海
神
の

神
の
宮
の

内
の
重
の

妙
な
る
殿
に

携
は

障

り

二
人
入
り
居
て

老
い
も
せ
ず

死
に
も
せ
ず
し
て

永
さ
世
に

わ
ぎも
こ

の

あ
り
け
る
も
の
を

愚
か
人
の

我

妹

子

に

告

り
て
語
ら
く

し

ま

し

-
は

家
に
帰
り
て

父
母
に

事
も
語
ら
ひ

明
日
の
ご
と

我
は
来

な
む
と

言
ひ
け
れ
ば
･･･-

(『万
葉
集
』
巻
九
㌧

7
七
四
〇
番
)

浦
島
は
'
｢海
神
｣
の
娘
と
恋
を
し
て
'
｢妙
な
る
殿
｣
を
構
え
た
､
｢老
い
ち

せ
ず
死
に
も
せ
ず
し
て
永
さ
世
に
あ
り
け
る
｣
と
い
う

｢常
世
｣
に
た
ど
り
着

-
｡
美
的
常
住
の
世
界
は
､
同
時
に
､
｢不
老
不
死
｣
の
世
界
で
も
あ

っ
た
の

で
あ
る
｡
古
代
に
お
い
て
'
や
は
り
'
｢老
い
｣
は
'
忌
避
す
べ
き
も
の
と
考

え
ら
れ
て
お
り
'
｢老
い
｣
や

｢死
｣
を
厭
う
ひ
と
び
と
の
思
い
が
'
彼
方
に

｢不
老
不
死
｣
の
世
界
を
想
起
さ
せ
た
の
だ
と
言
え
よ
う
｡

浦
島
は
'
己
れ
が

｢常
世
｣
に
い
る
こ
と
を
父
母
に
伝
え
よ
う
と
思
い
'
い

っ
た
ん
故
郷
に
帰
る
｡
『
万
葉
集
』
が
'
後
世
の

『御
伽
草
子
』
な
ど
と
異
な

る
の
は
'
そ
う
し
た
浦
島
の
態
度
を

｢愚
か
人
｣
と
捉
え
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ

と
こよ

う
｡
そ
の
こ
と
は
'
長
歌
に
付
せ
ら
れ
た
反
歌
に
お
い
て
も
同
様
で
'
｢常

世

へ

つるぎ
た
ち

Lt

辺
に

住
む
べ
き
も
の
を

剣

大

刀

汝
が
心
か
ら

お
そ
や
こ
の
君

(常
世

に
住
み
続
け
て
い
れ
ば
よ
い
も
の
を
'
自
分
の
方
か
ら
愚
か
な
こ
と
を
し
て
し

ま
っ
た
よ
'
こ
の
お
人
は
｡
)
｣
(『
万
葉
集
』
巻
九
､

一
七
四

一
番
)
と
歌
わ
れ

て
い
る
｡
み
ず
か
ら
の
意
志
で
故
郷
に
立
ち
戻

っ
た
浦
島
は
'
常
世
人
な
ら
ぬ

こ
の
世
の
人
間
の
運
命
を
'
必
然
の
帰
結
と
し
て
甘
受
せ
ね
ば
な
ら
な
い
｡

しわ

しら

若
か
り
し

肌
も
鞍
み
ぬ

黒
か
り
し

髪
も
白
け
ぬ

ゆ
な
ゆ
な
は

息
さ
へ
絶
え
て

後
遂
に

命
死
に
け
る

た
ま
く
し
け

｢
玉

櫛

笥

｣
を
開
け
た
あ
と
'
｢老
い
｣
を
現
じ
た
上
で
死
ん
で
ゆ
く
浦
島
の
姿

は
'
美
し
-
不
老
不
死
な
る

｢常
世
｣
に
至
り
な
が
ら
'
人
間
界
に
舞
い
戻
っ

た
彼
自
身
の
振
る
舞
い
を
そ
の
ま
ま
に
示
し
た
も
の
で
あ
る
｡

ま
た
'
や
は
り
よ
-
知
ら
れ
た
か
ぐ
や
姫
伝
説
を
伝
え
る

『竹
取
物
語
』
に

お
い
て
も
'
か
ぐ
や
姫
の
故
郷
で
あ
る

｢月
の
都
｣
に
つ
い
て
､
｢
か
の
都
の

人
は
､
い
と
け
う
ら
に
'
老
い
を
せ
ず
な
む
｡
思
ふ
こ
と
も
な
く
侍
る
｣
と
語

ら
れ
て
い
る
｡
｢月
の
都
｣
も
'
｢常
世
｣
と
同
様
に
､
清
ら
か
で
'
老
い
る
こ

と
も
な
-
物
思
い
も
な
い
世
界
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
か
ぐ
や
姫
を
迎
え

に
来
た
天
人
は
'
｢
い
ざ
'
か
ぐ
や
姫
'
稜
き
所
に
'
い
か
で
か
久
し
く
お
は

せ
む
｣
と
か
ぐ
や
姫
を
い
ざ
な
う
｡
『竹
取
物
語
』
に
お
い
て
は
､
お
そ
ら
く
､

姫
を
世
話
す
る
翁
が
'
｢穣
き
所
｣
の
住
人
と
し
て
'
老
い
を
避
け
ら
れ
ず
'

も
の
思
い
の
尽
き
る
こ
と
も
な
い
人
間
を
代
表
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
｡
物
語

は
､
｢翁
'
心
地
要
し
-
苦
し
き
時
も
､
こ
の
子
を
見
れ
ば
苦
し
さ
こ
と
も
や

み
ぬ
｡
腹
立
た
し
き
こ
と
も
な
ぐ
さ
み
け
り
｣
と
伝
え
て
お
り
'
か
ぐ
や
姫
は
､
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翁
に
対
し
､
｢老
い
衰

へ
た
ま
へ
る
様
を
見
た
て
ま
つ
ら
ざ
ら
む
こ
そ
､
恋
し

か
ら
め
｣
と
言
い
残
し
て
､
月
の
都
へ
と
去

っ
て
ゆ
-
0

以
上
､
ご
く
簡
略
で
は
あ
る
が
'
古
代
に
お
け
る
美
的
常
住
の
世
界
が
､
同

時
に
不
老
不
死
の
世
界
と
し
て
観
念
さ
れ
､
人
間
の
生
き
る
現
実
世
界
と
対
比

的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
｡
長
明
を
は
じ
め
と
す
る
隠
遁
者
た

ち
が
目
指
し
た
極
楽
浄
土
は
､
こ
う
し
た

｢月
の
都
｣
や

｢常
世
｣
と
い
っ
た

美
し
く
不
老
不
死
な
る
世
界
と
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
｡

そ
し
て
､
長
明
が
､
『方
丈
記
』
の
末
尾
で
'
｢仏
の
教
へ
給
ふ
お
も
む
き
は
､

事
に
ふ
れ
て
執
心
な
か
れ
と
な
り
｡
今
､
草
庵
を
愛
す
る
も
､
閑
寂
に
著
す
る

■

も
､
さ
は
り
な
る
べ
し
｣
と
自
省
し
､
｢草
庵
を
愛
す
る
｣
生
活
と

｢仏
の
教

へ
｣
に
矛
盾
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
苦
悩
を
覚
え
て
い
た
こ
と
か
ら
す

れ
ば
､
花
や
月
を
愛
で
る
隠
遁
生
活
は
､
古
来
の
美
し
-
不
老
不
死
な
る
世
界

に
よ
り
多
く
重
な
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
｡
前
節
で
見
た
兼
好
の

よ
う
に
､
仏
教
的
な
教
理
に
基
い
て
花
や
月
と
い
っ
た
景
観
を
見
る
と
き
に
は
､

｢無
常
の
理
｣
を
悟
る
た
め
の
方
便
な
い
し
象
徴
と
し
て
捉
え
ら
れ
､
｢あ
は

れ
｣
と
い
う
情
趣
は
､
む
し
ろ
教
理
に
対
し
て
従
属
的
な
位
置
に
置
か
れ
た
の

で
あ
る
｡

そ
の
例
と
し
て
､
長
明
の

『発
心
集
』
か
ら
､
説
話
を

一
つ
挙
げ
て
お
き
た

い
｡
木
こ
り
の
父
子
が
､
冬
に
舞
い
散
る
枯
葉
を
見
て
'
語
り
合
う
場
面
で
あ

る
｡

父

｢汝
､
此
の
木
の
葉
の
散
る
を
見
る
や
｡
是
を
静
か
に
思
ひ
っ
づ
-
れ

ば
'
我
が
身
の
あ
り
さ
ま
に
聯
か
も
変
ら
ぬ
な
り
｡
其
の
故
は
､
春
は
み

る
み
る
と
若
葉
さ
し
そ
め
た
り
と
見
し
程
に
､
や
う
や
う
し
げ
り
て
､
夏

は
皆
盛
り
に
な
り
に
き
｡
八
月
ば
か
り
よ
り
､
青
き
色
黄
に
改
め
て
､
後

に
は
紅
ふ
か
く
こ
が
れ
つ
つ
､
今
は
少
し
風
吹
け
ば
､
も
ろ
-
敬
る
o
落

ち
て
は
つ
ひ
に
朽
ち
な
ん
と
す
｡
我
が
身
も
又
是
に
同
じ
｡
十
歳
ば
か
り

の
時
､
誓

へ
ば
春
の
若
葉
な
り
｡
二
三
十
に
て
盛
り
な
り
し
時
は
'
夏
の

ころ

梢
か
げ
し
げ
り
て
､
心
地
よ
げ
な
り
し
比
に
似
た
り
｡
今
'
六
十
に
あ
ま

り
､
黒
髪
や
や
白
く
､
L
は
た
た
み
､
肌
へ
変
り
行
-
｡
即
ち
､
秋
の
色

づ
く
に
こ
と
な
ら
ず
｡
未
だ
嵐
に
散
ら
ず
と
云
ふ
ば
か
り
な
り
｡
そ
れ
又
､

今
日

･
明
日
の
事
な
る
べ
し
｡
-
-
｣

子

｢
-
-
今
､
よ
は
ひ
盛
り
な
り
と
い
ヘ
ビ
も
､
た
と
へ
ば
'
夏
の
木
の

葉
に
こ
そ
侍
る
な
れ
｡
つ
ひ
に
紅
葉
し
て
散
ら
ん
事
､
疑
ひ
な
し
｡
い
か

に
い
は
ん
や
､
木
の
葉
は
色
づ
き
て
こ
そ
散
る
物
な
れ
｡
人
は
､
若
-
て

死
ぬ
る
た
め
し
多
か
り
｡
や
や
木
の
葉
よ
り
も
あ
だ
な
り
と
云
ふ
べ
し
｡
｣

(『発
心
集
』
巻
三
-
九

｢樵
夫
独
覚
の
事
｣)

こ
こ
で
は
､
美
的
景
観
を
眺
め
る
こ
と
か
ら
生
じ
る

｢あ
は
れ
｣
の
情
趣
が
ま

っ
た
く
な
い
と
は
言
え
な
い
が
､
季
節
の
推
移
に
よ
る
木
の
葉
の
変
化
が
､
基

本
的
に
､
無
常
を
悟
る
た
め
の
方
便
な
い
し
比
喉
と
理
解
さ
れ
て
い
る
｡
そ
し

て
'
さ
ら
に
重
要
な
の
は
､
父
が
み
ず
か
ら
の

｢老
い
｣
の
実
感
を
､
秋
の
木
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の
葉
に
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
の
に
対
し
､
息
子
が

｢夏
の
木
の
葉
｣
に
み
ず
か

ら
を
重
ね
つ
つ
も
､
そ
れ
を
越
え
て
､
｢人
は
､
若
-
て
死
ぬ
る
た
め
し
多
か

り
｣
と
い
う
こ
と
を
先
取
り
し
て
自
覚
し
て
い
る
点
で
あ
る
｡

つ
ま
り
､
｢無

常
｣
と
い
う
仏
教
上
の
教
理
を
理
解
す
る
た
め
に
は
､
必
ず
し
も

｢老
い
｣
を

経
る
必
要
が
な
い
､
と
い
う
よ
り
は
､
む
し
ろ
､
｢老
い
｣
を
経
ず
し
て
､
無

常
を
悟
る
こ
と
の
方
が
､

一
段
尊
い
こ
と
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
｡
｢老
い
｣

を
待

つ
こ
と
な
く
し
て
死
が
訪
れ
る
よ
う
な

｢老
少
不
定
｣
こ
そ
が
､
よ
り
強

く
無
常
を
示
す
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
｡
仏
教
的
な
教
理
の
理

解
が
､
｢老
い
｣
の
実
感
と

一
定
程
度
の
距
離
を
持

つ
こ
と
に
な
る
の
は
､
必

然
で
あ
ろ
う
｡

そ
れ
で
は
､
仏
教
の
教
理
的
な
理
解
の
方
向
で
は
な
い
､
｢
あ
は
れ
｣
の
伝

統
に
お
い
て
は
､
｢老
い
｣
の
実
感
が
積
極
的
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
の
で

あ
ろ
う
か
｡
｢老
い
｣
の
実
感
と
､
花
や
月
な
ど
の
美
的
景
観
か
ら
来
る
情
趣

と
が
､
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た
の
か
､
考
察
を
進
め
て
ゆ
-
こ
と
に
し
た

＼
〇

-.∨

三

老
い
と
美
的
景
観

｢あ
は
れ
｣
の
伝
統
に
お
け
る
､
｢老
い
｣
の
実
感
と
美
的
景
観
の
も
た
ら
す

情
趣
と
の
関
係
に
つ
い
て
､
ま
ず
は
､
『古
今
集
』
を
題
材
に
見
定
め
る
こ
と

と
し
よ
う
｡

桜
の
花
の
も
と
に
て
年
の
老
い
ぬ
る
こ
と
を
歎
き
て
よ
め
る

と
も
の
り

色
も
香
も

お
な
じ
昔
に

さ
-
ら
め
ど

年
ふ
る
人
ぞ

あ
ら
た
ま

り
け
る

(『古
今
集
』
五
七
番
)

紀
友
別
の
こ
の
歌
で
は
､
み
ず
か
ら
の

｢老
い
｣
の
自
覚
が
､
｢色
も
香
も
お

な
じ
昔
に
咲
く
｣
桜
の
花
を
意
識
さ
せ
､
そ
れ
が
ま
た
己
れ
自
身

へ
と
反
転
し

て
､
そ
の
よ
う
に
常
住
で
あ
り
得
な
い
己
れ
の
欺
き
を
い
っ
そ
う
深
い
も
の
に

し
て
い
る
｡
言
う
な
れ
ば
､
｢老
い
｣
の

｢欺
き
｣
が
､
桜
の

｢色
｣
や

｢香
｣

を
さ
ら
に
際
立
た
せ
て
感
受
さ
せ
､
そ
の
昂
揚
し
た
思
い
が
､
｢老
い
｣
の

｢欺
き
｣
を
深
め
る
の
で
あ
る
｡
し
か
し
､
桜
に
出
会
い
回
帰
し
た

｢欺
き
｣

は
､
そ
れ
以
前
の
即
日
的
な

｢欺
き
｣
と
は
異
な
っ
て
い
る
｡
桜
を
通
じ
て
､

美
的
な
彩
り
を
獲
得
し
､

一
つ
の
美
し
い
哀
感
と
し
て
結
実
す
る
の
で
あ
る
｡

次
の
歌
も
､
基
本
的
に
は
同
工
で
あ
ろ
う
｡

花
の
ご
と

世
の
常
な
ら
ば

過
ぐ
し
て
し

昔
は
ま
た
も

か
へ
り
き

な
ま
し

(同
､
九
八
番
)

こ
の
歌
で
は
､
二
度
と
帰
り
来
る
こ
と
の
な
い

｢昔
｣
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て

は
い
る
が
､
そ
れ
は
､
単
な
る
絶
望
や
諦
念
で
は
な
-
､
｢花
｣
と
い
う

｢常
｣

な
る
存
在
に
出
会
い
得
た
歓
び
を
､
裏
に
合
わ
せ
持

っ
て
い
る
｡

つ
ま
り
､
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｢花
｣
は
､
仏
教
の
説
-

｢無
常
｣
を
象
徴
す
る
よ
う
な
散
り
ゆ
く
も
の
と
し

て
歌
わ
れ
て
い
る
と
い
う
よ
り
は
､
繰
り
返
し
咲
き
誇
る
こ
と
で
､
む
し
ろ
,

年
老
い
や
が
て
死
な
ね
ば
な
ら
ぬ
人
間
存
在
を
超
え
た
'
美
し
く
常
な
る
世
界

を
ひ
と
び
と
に
喚
起
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
こ
う
し
た
情
趣
に
お
い
て
は
､

｢老
い
｣
の
自
覚
と
景
観
の
も
た
ら
す
美
の
享
受
と
は
､
表
裏
を
な
す
も
の
と

し
て
'
必
然
的
な
結
び
付
き
を
持

っ
て
い
た
と
言
え
よ
う
｡

ま
た
､
藤
原
北
家
の
栄
花
の
基
礎
を
築
い
た
良
房
に
よ
る
､
次
の
よ
う
な
歌

も
見
て
お
こ
う
｡

染
殿
の
后

(-
藤
原
明
子
､
木
村
注
)
の
お
前
に
､
花
瓶
に
桜
の
花
を
さ
さ
せ
た
ま

へ
る
を
見
て
詠
め
る

年
ふ
れ
ば

よ
は
ひ
は
老
い
ぬ

し
か
は
あ
れ
ど

花
を
し
見
れ
ば

物
思
ひ
も
な
し

(同
'
五
二
番
)

こ
こ
で
は
栄
達
を
成
し
遂
げ
た
己
れ
の
人
生
に
対
す
る

一
定
の
満
足
が
歌
わ
れ

て
い
る
が
､
そ
れ
は
'
｢年
ふ
れ
ば
よ
は
ひ
は
老
い
ぬ
｣
と
い
う
動
か
し
よ
う

の
な
い
現
実
を
認
め
た
上
で
の
､
｢物
思
ひ
も
な
し
｣
で
あ
る
｡
｢花
｣
の
彼
方

に
､
絶
対
的
に
物
思
い
の
な
い
世
界
が
そ
の
姿
を
垣
間
見
せ
て
い
る
｡
む
し
ろ
,

宣
長
が
説
-
よ
う
に
'
人
間
の
抱
え
る
現
実
と
は
基
本
的
に

｢心
に
か
な
は

ぬ
｣
も
の
で
あ
っ
て
､
花
の
喚
起
す
る
彼
方
の
常
住
世
界
こ
そ
が
真
に

｢物
思

ひ
も
な
し
｣
と
亭

っ
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
歌
と
解
す
べ
き
で

あ
ろ
う
｡

月
に
つ
い
て
も
､
在
原
業
平
に
よ
る

『古
今
集
』
八
七
九
番
の
歌
を
'
詞
書

も
付
し
て
載
せ
て
い
る

『
伊
勢
物
語
』
か
ら
引
用
し
て
お
く
｡

む
か
L
t
い
と
若
き
に
は
あ
ら
ぬ
'
こ
れ
か
れ
友
だ
ち
ど
も
集
り
て
'
月
を
見
て
'

そ
れ
が
な
か
に
ひ
と
り
､

お
は
か
た
は

月
を
も
め
で
じ

こ
れ
ぞ
こ
の

積
も
れ
ば
人
の
老
い

と
な
る
も
の

(『伊
勢
物
語
』
第
八
十
八
段
)

こ
の
歌
は
'
｢月
の
満
ち
欠
け
が
繰
り
返
せ
ば
老
い
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
の
だ

か
ら
'
月
を
め
で
る
の
は
よ
そ
う
｣
と
額
面
通
り
に
受
け
取
る
べ
き
で
は
な
く
､

そ
う
し
た
表
向
き
の
歌
意
全
体
を
反
語
と
見
て
､
｢お
は
か
た
｣
で
は
な
い
､

(3
)

今
宵
の
月
の
尋
常
な
ら
ざ
る
美
し
き
を
歌

っ
た
も
の
と
解
す
べ
き
だ
ろ
う
｡
そ

の
点
､
や
は
り
業
平
の
歌
で
､
同
様
に

『古
今
集
』
と

『伊
勢
物
語
』
両
方
に

採
ら
れ
た

｢世
の
中
に

絶
え
て
桜
の

な
か
り
せ
ば

春
の
心
は

の
ど
け

か
ら
ま
し
｣
(『古
今
集
』
五
三
番
､
『伊
勢
物
語
』
第
八
十
二
段
)
の
歌
と
同

工
と
解
し
た
い
｡
そ
う
見
て
お
か
な
い
と
､
『古
今
集
』
の
仮
名
序
に
お
い
て
,

｢在
原
業
平
は
､
そ
の
心
余
り
て
､
詞
た
ら
ず
｣
と
の
評
に
続
け
て
､
古
注
と

し
て
､
こ
の

｢
お
は
か
た
は
｣

の
歌
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
意
味
が
見
失

わ
れ
て
し
ま
う
｡
そ
し
て
'
｢
お
は
か
た
｣
で
は
な
い
､
今
宵
の
月
の
美
し
さ
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に
出
会
い
得
た
の
は
､
業
平
に
､
己
れ
自
身

｢老
い
｣
が
積
も
っ
て
､
も
う
若

く
は
な
い
と
い
う
自
覚
が
あ
っ
た
か
ら
に
は
か
な
ら
な
い
｡

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
､
『古
今
集
』
に
お
い
て
は
､
｢老
い
｣
を
自
覚

す
る
こ
と
と
､
花
や
月
の
美
を
感
受
す
る
こ
と
と
が
表
裏
を
な
す
も
の
と
さ
れ

て
い
た
｡
そ
の
こ
と
は
'
花
や
月
に
代
表
さ
れ
る
美
的
景
観
が
､
客
観
的
な
事

物
と
し
て
そ
こ
に
あ
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
皇

息
味
し
て
い
よ
う
｡
花
や

月
が
美
し
く
不
老
不
死
な
る
彼
方
の
世
界
を
喚
起
す
る
ほ
ど
の
美
し
さ
で
立
ち

現
れ
て
く
る
た
め
に
は
､
見
る
者
の
心
の
在
り
よ
う
が
､
日
常
の
帝
束
を
離
れ

て
､
花
や
月
に
向
け
て
開
か
れ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
｢老
い
｣

の
自
覚
は
､
そ
の
よ
う
に
'
ひ
と
び
と
の
心
を
花
や
月
に
向
け
て
開
か
せ
る
一

つ
の
契
機
と
な
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
｡
『古
今
集
』
の
中
か
ら
､
最
後
に
､

よ
く
知
ら
れ
た
秀
歌
で
あ
る
､
次
の
歌
を
見
て
お
こ
う
｡

春
ご
と
に

花
の
さ
か
り
は

あ
り
な
め
ど

あ
ひ
見
む
こ
と
は

命
な

り
け
り

(『古
今
集
』
九
七
番
)

こ
こ
で
は
'
己
れ
に
は
も
う
次
の
春
は
来
な
い
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
怖
れ
が
､

今
年
の
花
の
盛
り
に
出
会
い
得
た
歓
び
を
昂
ぶ
ら
せ
､
哀
歓
の
入
り
混
じ
っ
た

緊
張
度
の
高
い
歌
に
結
実
し
て
い
る
｡
｢老
い
｣
を
自
覚
し
､
近
-
訪
れ
る
で

あ
ろ
う
死
皇

息
識
し
て
､
思
い
が
彰
屈
す
る
と
き
､
花
や
月
が
'
こ
の
世
の
も

(4
)

の
な
ら
ぬ
美
し
さ
を
も
っ
て
､
見
る
者
に
迫

っ
て
来
る
の
で
あ

る
｡

以
上
の
点
を
ふ
ま
え
､
次
に
'
隠
遁
者
に
お
い
て
､
｢老
い
｣
の
自
覚
と
美

的
景
観
の
感
受
が
ど
の
よ
う
に
意
味
付
け
ら
れ
て
い
る
の
か
､
代
表
的
隠
遁
者

で
あ
る
西
行
の
歌
を
通
じ
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
｡

散
る
花
も

根
に
か
へ
り
て
ぞ

又
は
咲
く

老
い
こ
そ
果
て
は

ゆ
く

へ
知
ら
れ
ね

(『聞
書
集
』
九
九
番
)

こ
の
歌
で
も
､
や
は
り

『古
今
集
』
と
同
様
に
､
繰
り
返
し
散

っ
て
は
咲
-
花

が
常
住
性
を
喚
起
し
､
老
い
ゆ
-
己
れ
の
身
を
際
立
た
せ
て
い
る
｡
た
だ
'
右

の
歌
で
も
そ
う
で
あ
る
が
､
西
行
に
特
徴
的
な
の
は
､
花
の
散
り
ゆ
-
さ
ま
を

常
住
へ
の
回
帰
と
見
て
'
そ
こ
に
至
り
得
ぬ
己
れ
の
疎
外
感
を
強
-
歌

っ
て
い

る
点
で
あ
ろ
う
｡

も
ろ
と
も
に

我
を
も
具
し
て
散
り
ね
花

憂
き
世
を
い
と
ふ

心
あ
る

身
ぞ

(『山
家
集
』

二

八
番
)

い
か
で
か
は

散
ら
で
あ
れ
と
も

思
ふ
べ
き

し
ば
し
と
慕
ふ

欺
き

知
れ
花

(同
､

7
二
三
番
)

散
り
ゆ
く
花
に
､
｢我
を
も
具
し
て
散
れ
｣､
あ
る
い
は

｢
こ
の
欺
き
を
知
れ
｣

と
直
哉
に
呼
び
掛
け
る
激
情
は
､
彼
方
の
常
住
世
界
を
想
起
す
る
西
行
の
構
想

力
の
強
さ
を
示
す
も
の
と
言
え
る
｡
西
行
が
､
み
ず
か
ら
の
死
を
詠
ん
だ
歌
と
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し
て
よ
-
知
ら
れ
る

｢願
は
-
は

花
の
し
た
に
て

春
死
な
ん

そ
の
き
さ

ら
ぎ
の

望
月
の
頃
｣
｢仏
に
は

桜
の
花
を

た
て
ま

つ
れ

わ
が
後
の
世

を

人
と
ぶ
ら
は
ば
｣
(『山
家
集
』
七
七

･
七
八
番
)
な
ど
の
歌
は
､
｢後
の

世
｣
に
常
住
世
界
に
至
り
､
｢仏
｣
と
な

っ
た
己
れ
の
姿
を
､
｢桜
の
花
｣
の
彼

方
に
あ
り
あ
り
と
想
起
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
こ
そ
'
詠
み
得
た
も
の
で
あ

ろ
う
｡

西
行
が
､
こ
の
世
に
お
い
て
､
隠
遁
せ
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
の
は
､
ま
さ
に

そ
う
し
た
構
想
力
の
強
さ
ゆ
え
で
あ

っ
た
｡
花
や
月
な
ど
の
美
に
彩
ら
れ
た
彼

方
の
常
住
世
界
を
あ
り
あ
り
と
想
起
す
る
こ
と
は
､
老
い
死
な
ね
ば
な
ら
ぬ
人

間
と
し
て
､
そ
こ
か
ら
疎
外
さ
れ
る

｢欺
き
｣
を
ど
こ
ま
で
も
深
め
る
が
､
そ

の

｢欺
き
｣
は
'
再
び
花
や
月
を
眺
め
､
彼
方
を
想
起
す
る
こ
と
で
し
か
慰
め

ら
れ
な
い
｡
だ
か
ら
こ
そ
､
西
行
は
､
繰
り
返
し
花
や
月
を
眺
め
続
け
る
生
活

に
身
を
投
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
の
で
あ
る
｡

そ
れ
ゆ
え
､
西
行
は
､
こ
の
世
に
生
き
て
い
る
限
り
､
花
の
咲
く
た
び
ご
と

に
'
そ
れ
を
眺
め
尽
く
そ
う
と
す
る
｡

こ

ぞ

か
た

吉
野
山

去

年

の
し
を
り
の

道
か
へ
て

ま
だ
見
ぬ
方

の

花
を
た
づ

ね
む
(
『

聞
書
集
』
二
四

〇番
)

こす

点

身
を
わ
け
て

見
ぬ
梢

な-

尽
-
さ
ば
や

よ
ろ
づ
の
山
の

花
の
盛

り
を

(『山
家
集
』

七
四番
)

こ

こ
よひ

う
づ

木
の
も
と

の

花

に
今
宵
は

埋
も
れ
て

あ
か
ぬ
梢
を

思
ひ
あ
か
さ

ん

(同
､

一
二
四
番
)

春
を
経
て

花
の
盛
り
に

逢
ひ
釆

つ
～

思
ひ
出
お
は
き

我
が
身
な

り
け
り

(『
西
行
上
人
集
』
五

一
番
)

春
が
来
る
た
び
に
'
｢
ま
だ
見
ぬ
方
の
花
｣
を
訪
ね
､
身
を
分
け
て
で
も

｢花

の
盛
り
｣
を
眺
め
尽
-
そ
う
と
し
､
花
に
埋
も
れ
て
夜
を
明
か
す
｡
そ
う
や
っ

て
､
繰
り
返
し

｢花
の
盛
り
｣
に
会
い
に
来
る
こ
と
で
､
｢
思
ひ
出
お
は
き
我

が
身
｣
と
な

っ
て
ゆ
-
｡
そ
れ
は
､
む
ろ
ん
､
単
に
美
し
い
花
を
見
た
と
い
う

喜
ば
し
い

｢思
ひ
出
｣
な
の
で
は
な
い
｡
美
し
い
花
や
月
を
眺
め
る
こ
と
は
､

常
住
の
世
界
を
想
起
す
る
こ
と
で
あ
る
と
同
時
に
､
や
が
て
老
い
死
な
ね
ば
な

ら
ぬ
人
間
と
し
て
の
宿
命
を
'
ど
こ
ま
で
も
深
く
噛
み
締
め
て
味
わ
う
こ
と
だ

か
ら
で
あ
る
｡
そ
れ
は
､

一
つ
の
哀
感
と
し
て
抽
出
さ
れ
､
結
晶
化
さ
れ
る
以

前
に
､
よ
り
具
体
的
で
切
実
な
､
己
れ
自
身
の
老
い
や
死
で
あ
り
､
ま
た
､
己

れ
を
取
り
囲
む
近
し
い
ひ
と
び
と
の
老
い
や
死
で
あ

っ
た
｡

同
行
に
侍
り
け
る
上
人

(=
西
住
､
木
村
注
)､
例
な
ら
ぬ
こ
と
大
事
に
侍
り
け
る

に
､
月
の
明
か
-
て
あ
は
れ
な
り
け
れ
ば
､
詠
み
け
る

も
ろ
と
も
に

眺
め
眺
め
て

秋
の
月

独
り
に
な
ら
ん

こ
と
ぞ
悲

し
き

(『山
家
集
』
七
七
八
番
)

と
も
に
月
を
眺
め
た
ひ
と
が
逝
き
､
独
り
残
さ
れ
て
､
ま
た
月
を
眺
め
る
｡
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そ
の
悲
し
み
が
､
｢明
か
-
て
あ
は
れ
｣
な
る
月
を
､

一
段
と
心
に
染
み
入
る

も
の
と
し
て
､
映
じ
さ
せ
る
｡
｢同
行
｣
で
あ
っ
た
西
住
の
没
年
は
定
か
で
は

(5
)

な
い
が
､
西
行
が
五
十
代
半
ば
以
降
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
｡

西
行
も
す
で
に

若
く
は
な
い
｡
馴
染
み
親
し
ん
だ
ひ
と
が
こ
の
世
を
去
り
､
｢独
り
｣
と
な
っ

た
悲
し
み
の
後
に
は
､
や
が
て
己
れ
の
番
に
な
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
強
く
意
識

し
た
に
違
い
な
い
｡

お
イ
テ
み
ル
は
t･t
ヲ

老
兄

レ
花

と

い
ふ
こ
と
を

思
ひ
出
に

何
を
か
せ
ま
し

こ
の
春
の

花
待
ち
つ
け
ぬ

わ
が
身

な
り
せ
ば

(同
､
九
三
番
)

す
で
に
年
老
い
た
己
れ
は
､
毎
年
々
々
､
次
の
春
の
花
を
待
ち
つ
け
ず
に
死
に

ゆ
-
の
で
は
な
い
か
と
案
ず
る
｡
だ
か
ら
こ
そ
､
生
き
長
ら
え
て
､
花
に
出
会

い
得
た
歓
び
は
大
き
-
､
ま
た
出
会

っ
た
花
も
深
く
心
に
染
み
入
る
も
の
と
し

て
映
ず
る
｡
そ
う
や
っ
て
､
花
や
月
に

｢思
ひ
出
｣
が
蓄
積
さ
れ
て
ゆ
く
の
で

あ
る
｡

独
り
で
､
あ
る
い
は
ま
た
､
近
し
い
者
と
と
も
に
花
や
月
を
眺
め
､
｢思
ひ

出
｣
を
重
ね
て
ゆ
く
こ
と
は
'
逆
に
見
れ
ば
､
花
や
月
が
常
住
世
界
の
顕
現
と

し
て
､
変
わ
る
こ
と
な
-
己
れ
を
見
守
り
続
け
て
い
る
こ
と
で
も
あ
ろ
う
｡
長

明
や
西
行
が
身
を
投
じ
た
隠
遁
と
は
､
花
や
月
な
ど
の
美
的
景
観
を
通
じ
て
感

受
さ
れ
る
常
住
世
界
に
身
を
託
し
､
老
い
死
な
ね
ば
な
ら
ぬ
人
間
と
し
て
､
常

住
な
ら
ぬ
己
れ
自
身
を
見
据
え
､
そ
こ
に
去
来
す
る
思
い
を
味
わ
い
尽
-
す
こ

(6
)

と
で
あ

っ
た
と
言
え
よ
う
｡

そ
こ
に
お
い
て
､
｢老
い
｣
は
､
老
い
ゆ
く
当
の

主
休
に
お
い
て
､
ま
ず
は

｢心
に
か
な
は
ぬ
｣
否
定
的
な
現
実
で
あ
り
つ
つ
､

な
お
'
彼
方

へ
の
憧
れ
と
こ
の
世
の
喜
び
悲
し
み
を
､

一
つ
一
つ
深
い
情
趣
を

も

っ
て
味
わ
う
た
め
の
契
機
と
な
り
得
る
も
の
で
あ
っ
た
｡

四

老
い
の

｢花
｣

以
上
､
前
節
ま
で
は
､
｢老
い
｣
の
主
体
に
内
在
し
て
､
そ
の
意
義
を
考
察

し
て
き
た
｡
そ
れ
を
受
け
て
'
本
節
で
は
､
そ
う
し
た

｢老
い
｣
ゆ
え
の

｢あ

は
れ
｣
の
情
趣
を
感
受
す
る
主
体
を
､
対
象
と
し
て
捉
え
た
場
合
の
意
義
に
つ

い
て
､
謡
曲

｢妖
捨
｣
を
題
材
に
､
検
討
し
て
お
き
た
い
｡

ま
ず
は
､
｢壊
捨
｣
の
シ
テ
の
老
女
が
､
月
の
美
し
さ
に
心
奪
わ
れ
る
様
子

か
ら
､
引
用
す
る
と
し
よ
う
｡

ぢ
よ
ら
う
く
わ

く
さ
ご
ろ
ら

盛
り
ふ
け
た
る

女

郎

花

の

､
草

表

し

は
た
れ
て
､
昔
だ
に
捨
て
ら
れ
し
程

おも
て

の
身
を
知
ら
で
､
ま
た
境
捨
の
山
に
出
で
て
､
面

を

更
科
の
月
に
見
ゆ
る

も
恥
か
し
や
｡
よ
し
や
何
事
も
夢
の
世
の
､
な
か
な
か
言
は
じ
思
ほ
じ
や
､

思
ひ
草
花
に
め
で
､
月
に
染
み
て
遊
ば
ん
｡
(謡
曲

｢妖
捨
｣
)

老
女
に
は
､
｢盛
り
ふ
け
た
る
女
｣
で
あ
り

｢捨
て
ら
れ
し
程
の
身
｣
で
あ
る

(7
)

己
れ
を

｢恥
か
し
｣
と
捉
え
る
強
い
自
己
意
識
が
あ
る
｡

そ
の
屈
折
が
月
に
向
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け
て
解
放
さ
れ
る
と
き
､
月
は
こ
の
世
な
ら
ぬ
美
し
さ
を
も
っ
て
現
れ
､
老
女

の
興
も
頂
点
に
達
す
る
｡
老
女
は
､
｢わ
が
心

慰
め
か
ね
つ

更
科
や

妖

捨
山
に

照
る
月
を
見
て
｣
の
歌
を
詠
じ
な
が
ら
､
序
/
舞
を
舞
う
の
で
あ
る
｡

謡
曲
が
､
『大
和
物
語
』
な
ど
の
伝
承
と
違

っ
て
'
｢わ
が
心
｣
の
歌
を
､
老

女
を
捨
て
た
甥
で
は
な
-
､
老
女
自
身
の
歌
と
し
て
い
る
の
は
､
｢慰
め
か
ね

っ
｣
と
い
う
心
の
背
屈
を
､
｢照
る
月
｣
の
美
し
さ
と
表
裏
を
な
す
も
の
と
見

て
'
｢盛
り
ふ
け
｣
｢捨
て
ら
れ
｣
つ
つ
､
月
に
見
入
る
老
女
の
情
趣
を
そ
の
ま

ま
に
示
す
歌
と
読
み
解
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
｡
そ
こ
で
は
､
前
節
ま
で
に
考
察

し
た
よ
う
な
､
老
い
の
自
覚
を
通
じ
て
､
月
の
彼
方
に
常
住
の
世
界
を
想
起
し
､

己
れ
の
欝
屈
を
情
趣
を
も
っ
て
味
わ
う
老
い
の
姿
が
､
や
は
り
認
め
ら
れ
よ
う
D

こ
の
老
女
を
対
象
と
し
て
捉
え
た
と
き
､
ど
の
よ
う
に
見
る
こ
と
が
で
き
る

か
｡
世
阿
弥
は
､
老
女
が
月
に
対
し
て
己
れ
の
姿
を
恥
じ
入
る
場
面
の
演
技
に

つ
い
て
､
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
｡

｢月
に
見
ゆ
る
も
恥
か
し
や
｣
と
て
､
向
か
へ
る
人
に
扇
を
か
ざ
し
て
､

て
い

月
を
ば
少
し
も
目
に
か
け
で
､
か
い
屈
み
た
る
体
に
有
る
ゆ
へ
に
､
見
苦

し
き
也
｡
｢月
に
見
ゆ
る
も
｣
と
て
､
扇
全
日同
く
上
げ
て
､
月
を
本
に
L
t

人
を
ば
少
し
目
に
か
け
て
､
を
ぼ
-

と
し
､
し
納
め
た
ら
ば
､
面
白
さ

風
な
る
べ
し
｡
(『申
楽
談
儀
』
二
六
九
貢
)

世
阿
弥
は
､
人
に
向
か
っ
て
演
じ
れ
ば

｢見
苦
し
｣
く
な
る
が
､
月
に
向
け
て

演
じ
れ
ば

｢面
白
｣
-
な
る
､
と
説
-
の
で
あ
る
｡
そ
れ
は
､
老
女
が
恥
じ
入

っ
て
い
る
の
が
､
人
に
対
し
て
で
は
な
く
'
月
に
対
し
て
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
｡

｢恥
か
し
｣
と
い
う
老
女
の
欝
屈
は
､
例
え
ば
､
己
れ
を
捨
て
た
甥
や
ワ
キ
の

都
人
を
意
識
し
て
､
生
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
｡
あ
く
ま
で
も
､
｢月
｣
の

彼
方
に
常
住
世
界
を
想
起
し
､
そ
こ
に
至
り
得
な
い
己
れ
の
姿
を
自
覚
す
る
か

ら
こ
そ
､
生
じ
る
も
の
で
あ
る
｡
言
い
換
え
れ
ば
'
老
女
の
示
す

｢面
白
さ

風
｣
は
､
ま
ず
は
､
｢老
い
｣
の
主
体
の
､
そ
う
で
し
か
あ
り
得
な
い
あ
り
の

ま
ま
の
姿
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
'
当
の
主
体
自
身
が
周
囲
へ
の
効
果
を
ね
ら
っ

て
い
て
は
い
け
な
い
､
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
｡

そ
し
て
､
こ
こ
で
の

｢面
白
さ
風
｣
は
､
よ
-
知
ら
れ
た

『風
姿
花
伝
』
の

｢老
い
｣
の

｢花
｣
の
議
論
に
も
通
じ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
｡

又
､
花
な
-
ば
面
白
さ
所
あ
る
ま
じ
｡
お
よ
そ
､
老
人
の
立
ち
振
舞
ひ
､

老
い
ぬ
れ
ば
と
て
､
腰

･
膝
を
か
ゞ
め
､
身
を
つ
む
れ
ば
､
花
失
せ
て
､

古
様
に
見
ゆ
る
な
り
｡
さ
る
程
に
､
面
白
さ
所
稀
な
り
｡
た
ゞ
､
大
か
た
､

い
か
に
も
′
1
そ
ゞ

ろ
か
で
､
し
と
や
か
に
立
ち
振
舞
ふ
べ
し
｡

こ
と
さ
ら
､
老
人
の
舞
が
か
り
､
無
上
の
大
事
な
り
｡
花
は
あ
り
て
年

寄
と
見
ゆ
る
､
公
案
､
-
は
し
-
習
ふ
べ
し
｡
た
ゞ
'
老
木
に
花
の
咲
か

ん
が
ご
と
し
｡
(『風
姿
花
伝
』
二
二
頁
)

｢老
人
｣
と
は
､
単
に
､
｢立
ち
振
舞
ひ
｣
に
お
い
て
､
｢腰

･
膝
を
か
ゞ

め
､
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身
を

つ
む
｣
る
だ
け
の
存
在
で
は
な
-
､
｢老
木
に
花
の
咲
｣
く
よ
う
な

｢面

白
さ
所
｣
が
あ
る
も
の
だ
､
と
世
阿
弥
は
言
う
｡

｢妖
捨
｣
で
言
え
ば
､
老
女
の
振
る
舞
い
に

｢
そ
ゞ
ろ
か
で
'
し
と
や
か
｣

な

｢花
｣
が
あ
る
の
は
､
ま
ず
も

っ
て
､
老
女
が
､
独
り
月
と
向
き
合

っ
て
い

る
か
ら
で
あ
ろ
う
｡
老
い
衰
え
た
己
れ
の
姿
を
自
覚
し
､
己
れ
の
た
ど

っ
て
き

た
人
生
の
曲
折
を
噛
み
締
め
な
が
ら
､
月
の
美
し
さ
に
見
入
り
､
月
の
彼
方
に

憧
れ
る
｡
そ
こ
に
､
｢老
い
｣
だ
け
が
持
ち
得
る

｢花
｣
が
生
ま
れ
る
の
で
あ

る

｡世
阿
弥
の
説
-

｢老
い
｣
の

｢花
｣
を
､
現
代
の
言
葉
で
言
い
換
え
る
な
ら

ば
､
｢老
い
の
気
品
｣
と
で
も
言
え
ば
よ
い
だ
ろ
う
か
｡
｢気
品
｣
は
'
当
の
主

体
が
周
囲
へ
の
効
果
を
ね
ら
っ
て
獲
得
で
き
る
よ
う
な
類
い
の
も
の
で
は
な
い
｡

ま
た
､
周
囲
の
側
に
お
い
て
も
'
対
象
か
ら
何
ら
か
有
効
な
価
値
を
引
き
出
そ

う
と
意
図
し
て
､
感
じ
取
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
も
な
い
｡
そ
も
そ
も
､

｢老
い
｣
は
､
ま
ず
当
の
主
体
に
お
い
て
実
感
さ
れ
る
も
の
で
あ

っ
て
､
客
体

的
に
認
識
で
き
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
｡
そ
れ
だ
け
に
'
い
ま
だ

｢老
い
｣

を
実
感
し
な
い
者
は
､
表
現
さ
れ
た

｢老
い
｣
を
通
じ
て
､
や
が
て
訪
れ
る
己

れ
自
身
の
こ
と
と
し
て
､
追
体
験
す
る
よ
り
は
か
な
い
｡
そ
の
た
め
に
も
､

｢老
い
｣
の
主
体
が
､
ま
ず
も

っ
て
己
れ
の

｢老
い
｣
か
ら
目
を
逸
ら
す
こ
と

吃
-
､
そ
れ
を
深
-
感
受
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
｡
見
る
者
に
と

っ
て
'

そ
う
し
た

｢老
い
｣
の
姿
が
､
気
品
あ
る
も
の
と
し
て
映
じ
る
の
は
､
そ
の
よ

う
に

｢心
に
か
な
は
ぬ
｣
否
定
的
な
現
実
か
ら
目
を
逸
ら
す
こ
と
な
く
､
そ
れ

と
向
き
合

っ
て
生
き
る
人
間
の
姿
の
尊
さ
ゆ
え
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

以
上
の
点
を
日
本
の
古
典
文
学
の
中
か
ら
見
届
け
､
論
者
に
与
え
ら
れ
た
課

題

へ
の
報
告
と
し
た
い
｡

注
T

)

こ
こ
で
挙
げ
た
第
七
段
の
ほ
か
に
､
第
二

三
段
､
第
1
三
四
段
､
第
1
五
1

段
､
第
一
五
二
段
な
ど
｡

(2
)

こ
の
点
に
つ
い
て
は
､
拙
論

｢鴨
長
明
に
お
け
る

｢発
心
｣
の
意
義
｣
を
ご
参

照
い
た
だ
け
る
と
幸
い
で
あ
る
｡

(3
)

古
証
で
本
論
文
と
同
様
の
解
釈
を
採
る
の
は
､
荷
田
春
満

『伊
勢
物
語
童
子

問
』
で
､
｢そ
の
夜
の
月
を
貧
し
た
る
苛
な
り
｣
と
し
て
い
る
｡
現
行
の
註
釈
で

は
､
旧
版
の
岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系

『伊
勢
物
語
』
が
､
｢し
か
し
月
を
賞
美

せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
は
､
そ
の
景
色
が
一
通
り
で
な
い
か
ら
だ
､
の
意
を
含

め
た
か
｣
と
､
頭
注
に
記
し
て
い
る
｡

(4
)

密
屈
し
た
思
い
が
花
や
月
を
美
し
く
見
せ
る
と
い
う
こ
と
は
､
む
ろ
ん
､
必
ず

し
も

｢老
い
｣
に
限
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
｡
『発
心
集
』
は
､
源
顕
基
に
つ
い

て
'
｢
い
と
い
み
じ
き
す
き
人
に
て
､
朝
夕
琵
琶
を
ひ
き
つ
つ
､
｢罪
な
く
し
て
罪

を
か
う
ぶ
り
て
､
配
所
の
月
を
見
ば
や
｣
と
な
む
蘇
は
れ
け
る
｣
と
伝
え
て
い
る
.

こ
の
説
話
は
､
当
時
'
人
口
に
胎
灸
し
た
も
の
で
､
『古
事
談
J)
な
ど
に
も
載
せ

ら
れ
て
い
る
｡
顕
基
が

｢配
所
の
月
を
見
ば
や
｣
と
願
っ
た
の
は
､
｢配
所
｣
で

眺
め
る
月
が
､
安
穏
な
日
常
に
お
い
て
見
る
の
と
は
違
っ
た
美
を
放
つ
も
の
と
哩

解
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
｡
罪
な
き
身
で
あ
り
な
が
ら
､
あ
え
て
よ
り
美
し

く
月
を
眺
め
る
た
め
､
｢配
所
｣
に
赴
く
こ
と
を
琴
っ
と
こ
ろ
に
､
｢す
き
人
｣
た

る
顕
基
の
面
目
が
あ
る
｡

(5
)

佐
藤
正
英

『隠
遁
の
思
想
』
二
五
一
百
｡
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(6
)

こ
う
し
た
隠
遁
者
の

｢老
い
｣
の
味
わ
い
方
は
'
そ
の
ま
ま
に
現
代
に
生
き
る

わ
れ
わ
れ
の
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
以
上
'
無
意
義
で
あ
る
と
い
う
見
方

も
あ
ろ
う
｡
し
か
し
､
わ
れ
わ
れ
が
現
代
に
生
き
る
か
ゆ
え
に
抱
え
る
問
題
に
料

し
'
直
接
的
に
有
効
な
答
え
を
持
ち
得
な
い
こ
と
を
も
っ
て
､
古
典
テ
ク
ス
ト
香

無
意
義
と
決
め
付
け
る
姿
勢
に
は
'
根
本
的
に
疑
義
を
禁
じ
得
な
い
｡
仮
に
､
古

典
テ
ク
ス
ト
が
現
代
と
は
異
質
な
部
分
を
持

っ
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
'
そ
こ
か

ら
､
現
代
に
生
き
る
わ
れ
わ
れ
が
何
で
あ
り
得
な
い
か
を
学
ぶ
こ
と
だ
け
で
も
､

大
き
な
意
義
を
持

っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
O
異
質
性
を
排
除
し
て
'
同

質
な
も
の
だ
け
を
取
り
出
す
た
め
に
古
典
テ
ク
ス
ト
に
向
か
う
-
ら
い
な
ら
'
最

初
か
ら
や
め
た
方
が
よ
い
｡
む
し
ろ
'
そ
の
ま
ま
に
は
手
に
す
る
こ
と
の
で
き
な

い
異
質
な
思
想
を
'
テ
ク
ス
ト
を
通
じ
て
'
再
構
成
し
､
追
休
験
す
る
こ
と
で
､

わ
ず
か
で
も
己
れ
の
も
の
と
す
る
と
こ
ろ
に
意
義
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
｡

ま
た
'
現
代
に
お
い
て
も
'
老
年
に
達
し
た
ひ
と
が
'
こ
の
世
の
思
い
出
に
'

各
地
の
美
的
景
観
を
見
て
周
っ
た
り
'
あ
る
い
は
'
旧
来
の
固
定
し
た
葬
儀
に
疑

念
を
持
ち
t
よ
り
直
接
的
に

｢自
然
｣
と
関
わ
り
得
る
よ
う
な
死
の
迎
え
方
を
模

索
し
て
い
る
こ
と
を
田
心え
は
､
花
や
月
の
彼
方
に
美
的
常
住
の
世
界
を
思
い
描
い

た
隠
遁
者
た
ち
の
思
想
が
､
必
ず
し
も
現
代
に
無
縁
の
も
の
で
あ
る
と
は
思
わ
れ

な

い
｡

(7
)

謡
曲

｢妖
捨
｣
を
分
析
し
た
先
行
研
究
と
し
て
最
も
優
れ
た
論
文
に
'
相
良
亨

｢｢妹
捨
｣
の
弧
絶
｣
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
が
､
相
良
論
文
は
'
こ
こ
で
引
用

し
た
記
述
か
ら

｢草
表
し
は
た
れ
て
｣
に
着
目
し
､
『風
姿
花
伝
』
の

｢萎
れ
た

る
風
情
｣
に
関
連
付
け
て
論
じ
て
お
り
､
示
唆
に
富
む
も
の
で
あ
る
｡

(引
用
文
献
表
)
(本
文
で
の
引
用
順
)

た
だ
し
'
引
用
に
際
し
て
､
読
み
や
す
さ
を
考
慮
し
て
表
記
を
改
め
た
箇
所
が
あ
る
｡

吉
田
兼
好

『徒
然
草
』
(長
積
安
明
校
注
)
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
44

(小
学
館
'

7
九
九
五
)

本
居
宣
長

『玉
勝
間
』
(吉
川
幸
次
郎
他
校
注
)
日
本
思
想
大
系
40

(岩
波
書
店
'

一

九
七
八
)

鴨
長
明

『方
丈
記
』
(神
田
秀
夫
校
注
)
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
44

(小
学
館
､

一

九
九
五
)

『万
葉
集
』
(小
島
憲
之
他
校
注
)
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
7

(小
学
館
'

一
九
九

五
)

『竹
取
物
語
』
(片
桐
洋

一
校
注
)
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
12

(小
学
館
'

一
九
九

四
)

鴨
長
明

『発
心
集
』
(三
木
絶
入
校
注
)
新
潮
日
本
古
典
集
成

(新
潮
社
'

一
九
七
六
)

『古
今
和
歌
集
』
(小
沢
正
夫
他
校
注
)
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
‖

(小
学
館
､

一
九

九
四
)

『伊
勢
物
語
J)
(福
井
貞
助
校
注
)
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
l

(小
学
館
'

7
九
九

四
)

西
行

『聞
書
集
』
･
『西
行
上
人
集
』
(久
保
田
津
校
訂
)
『西
行
全
集
』
(日
本
古
典
文

学
会
'

一
九
八
二
)

西
行

『山
家
集
』
(後
藤
重
郎
校
注
)
新
潮
日
本
古
典
集
成

(新
潮
社
'

一
九
八
二
)

謡
曲

｢妖
捨
｣
(小
山
弘
志
他
校
注
)
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
58

(小
学
館
'

一
九

九
七
)

世
阿
弥

『申
楽
談
儀
』
･
『
風
姿
花
伝
』
(義
幸
他
校
注
)
日
本
思
想
大
系
24

(岩
波
書

店
､

1
九
七
四
)

木
村
純
二

｢鴨
長
明
に
お
け
る

｢発
心
｣
の
意
義
｣
(科
学
研
究
費
成
果
報
告
書

『
日

本
倫
理
思
想
史
に
お
け
る
善
悪
の
総
合
的
研
究
J二

九
九
七
㌧
研
究
代
表
者

‥
佐
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藤
正
英
)

荷
田
春
満

『伊
勢
物
語
童
子
問
』
(竹
岡
正
夫
校
注
)
『伊
勢
物
語
全
評
釈

古
注
釈
十

一
種
集
成
』
(右
文
書
院
'

一
九
八
七
)

『伊
勢
物
語
』
(築
島
裕
他
校
注
)
日
本
古
典
文
学
大
系
9

(岩
波
書
店
､

一
九
五
七
)

佐
藤
正
英

『隠
遁
の
思
想
』
(東
京
大
学
出
版
会
､

一
九
七
七
)

相
良
亨

｢｢妹
捨
｣
の
弧
絶
｣
『季
刊

日
本
思
想
史
_J
第
二
十
四
号

(ぺ
り
か
ん
社
'

7
九
八
四
)
↓
『相
良
亨
著
作
集
6

超
越

･
自
然
』
(ぺ
り
か
ん
社
､

1
九
九

五
)
に
再
録
｡

(き
む
ら

じ
ゅ
ん
じ

･
弘
前
大
学
)


