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鴎

外

詩

歌

考

―
―

「
我
百
首
」
を
中
心
と
し
た

一
考
察
―
―

須

田

喜

代

次

は
じ
め
に

鴎
外
の
詩
歌
と
い
う
こ
と
に
関
連
し
て
、
か
つ
て
中
野
重
治
は
、
そ
の
著

『
鴎
外
そ
の
側
面
』
∧
筑
摩
書
房
∨
に
収
録
さ
れ

た
、　
ま
さ

に

「
鴎
外
の
詩
歌
」
と
題
す
る

一
文
に
お
い
て
、
こ
う
述
べ
て
い
る
。

「鴎
外
は
た
ぶ
ん
自
分
で
自
分
を
詩
人
と
呼
ん
で
い
な
い
。
歌
人
と
も
呼
ん
で
い
な
か
つ
た
ろ
う
。
そ
の
は
か
の
ど
こ
で
で
も
の
こ
と
で

は
あ
る
が
、
わ
け
て
も
詩
と
歌
と
の
世
界
で
は
、
彼
は
、
謙
遜
と
い
つ
て
は
あ
た
ら
ぬ
か
も
知
れ
ぬ
が
ま
ず
謙
遜
だ
つ
た
と
見
て
い
い
と
思

う
。」

「
テ
エ
ベ
ス
百
門
の
大
都
」
と
も
評
さ
れ
る
鴎
外
の
残
し
た
業
績
の
中
で
、
詩
歌
の
分
野
に
関
す
る
仕
事
も
決
し
て
少
な
い
も

の
で
は
な

い
。
周
知
の
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
留
学
を
終
え
て
帰
朝
し
て
間
も
な
い
明
治
二
十
二
年
八
月
、

『
国
民
之
友
』
誌
上
に
掲
載
さ
れ
た
翻

訳

詩

集

「
於
母
影
」
の
、
日
本
近
代
詩
史
上
に
お
け
る
影
響
の
大
き
さ
は
多
大
な
も
の
が
あ
り
、
そ
の
価
値
は
揺
る
ぎ
の
な
い
も
の
と
い
っ
て
い
い
だ

ろ
う
し
、
明
治
四
十
年
九
月
に
は
、
日
露
戦
役
従
軍
中
に
結
晶
し
た
詩

・
歌

・
俳
句
等
を
中
心
に
し
て
、

『
う
た
日
記
』

一
巻
を
春
陽
堂
か
ら

上
梓
し
て
い
る
。
さ
ら
に
は
大
正
四
年
の
九
月
に
、
訳
詩
二
十
二
篇
、
創
作
詩
十
五
篇
に
、
今
回
わ
た
く
し
が
主
と
し
て
本
稿
の
考
察
の
中
心
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二
〇

に
し
た
い
と
考
え
て
い
る

「
我
百
首
」
の
百
首
歌
を
も
加
え
た

『沙
羅
の
木
』

一
巻
を
世
に
問
う
て
も
い
る
の
だ
。

こ
う
し
た
詩
集
と
し
て
結
晶
し
た
作
品
の
ほ
か
に
も
、
彼
に
は
公
私
さ
ま
ざ
ま
な
場
で
の
詩
歌
が
残
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
優
に
鴎
外
全
集

の

一
巻
を
支
え
る
だ
け
の
分
量
を
持

っ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
し
か
し
、
そ
う
し
た
鴎
外
の
詩
歌
に
対
す
る
評
価
は
全
体
的
に
低
い
と
い
っ
て
い

い
。そ

の
評
価
の
先
駆
を
な
し
、
鴎
外
詩
歌
評
の
先
鞭
を
つ
け
た
も
の
と
し
て
、
芥
川
龍
之
介
の
次
の
有
名
な
発
言
が
あ
る
。

「
し
か
し
先
生
の
短
歌
や
俳
句
は
い
か
に
贔
員
目
に
見
る
と
し
て
も
、
畢
に
作
家
の
域
に
、
は
ひ
つ
て
ゐ
な
い
。

（略
）
け
れ
ど
も
先
生

の
短
歌
や
発
句
は
何
か

一
つ
微
妙
な
も
の
を
失
つ
て
ゐ
る
。
詩
歌
は
そ
の
又
徴
妙
な
も
の
さ
へ
掴
め
ば
、
或
程
度
の
巧
拙
な
ど
は
余
り
気
が

か
り
に
な
る
も
の
で
は
な
い
。
が
、
先
生
の
短
歌
や
発
句
は
巧
は
即
ち
巧
で
あ
る
も
の
の
、　
不
思
議
に
も
僕
等
に
迫
つ
て
来
な
い
。」
　

（傍

点
原
文
、
「森
先
生
」
『文
芸
的
な
、
余
り
に
文
芸
的
な
し

こ
う
し
た
芥
川
の
発
言
は
以
後
の
評
家
た
ち
に
も
受
け
継
が
れ
、
た
と
え
ば
先
に
あ
げ
た

「
う
た
日
記
」
を
高
く
評
価
し

「
陣
中
の
堅
琴
」

と
い
う
す
ぐ
れ
た
鑑
賞
文
を
残
し
た
佐
藤
春
夫
も
、
「
鴎
外
の
天
分
は
詩
人
と
し
て
の
別
才
に
於
て
幾
分
欠
け
て
ゐ
た
ら
し
い
」
と
し
、
「
鴎
外

は
生
涯
詩
を
愛
し
ま
た
日
本
の
詩
の
創
設
の
恩
人
で
、
す
ぐ
れ
た
水
先
案
内
を
兼
ね
、
立
派
な
訳
詩
の
多
く
を
残
し
た
が
、
韻
文
の
詩
の
作
家

と
し
て
は
何
か
少
し
く
欠
け
た
と
こ
ろ
が
あ
る
や
う
に
思
は
れ
る
」
翁
近
代
日
本
文
学
の
展
望
し

と
し
て
い
る
し
、
ま
た
鴎
外
を

「抒
情
詩
人
」

と
規
定
し
た
石
川
淳
も
、
こ
と
作
の
出
来
ば
え
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
、
「
Ｂ
　
（略
）
と
こ
ろ
で
鴎
外
の
詩
作
品
の
は
う
は
、
ど
う
も
世
間

で
は
あ
ま
り
高
く
買
つ
て
ゐ
な
い
や
う
だ
。
こ
れ
は
世
評
か
な
ら
ず
し
も
ま
ち
が
つ
て
ゐ
な
い
と
は
思
は
な
い
か
。
／
Ａ
　
作
品
の
出
来
ば
え

に
つ
い
て
か
れ
こ
れ
い
つ
て
み
て
も
は
じ
ま
ら
な
い
」
∩
鴎
外
に
つ
い
て
の
対
話
」

『文
学
大
概
し

と
し
て

「
世
評
」
を
肯
定
す
る
日
振
り
を
示
し

て
い
る
わ
け
な
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
こ
う
し
た
評
価
は
、
近
年
の

「
鴎
外
の
詩
は
明
ら
か
に
過
失
で
あ
り
失
敗
で
あ
っ
た
。

（略
）
先
達
必
ず
し
も
練
達
の
士
で
は
な
か

っ
た
」
∩
鴎
外
詩
私
考
―
そ
の
詩
の
立
脚
点
を
め
ぐ
っ
て
―
」
『
日
本
近
代
文
学
』
第
１３
集
、
昭
４５
・
‐０
）
と
い
う
河
村
政
敏
氏
の
評
価
や
、
「
ぼ
く
は
も



っ
と
身
も
蓋
も
な
く
、
鴎
外
に
は
詩
が
な
い
と
言
い
た
い
で
す
ね
」

（座
談
会

「様
式
と
態
度
」
『現
代
詩
手
帖
』
塙

・
２
）

と
い
う
川
村
二
郎
氏
の

発
言
に
ま
で
引
き
継
が
れ
て
い
る
。

も
つ
と
も
、
こ
う
し
た
鴎
外
詩
歌
に
対
す
る
低
い
評
価
は
、
実
は
彼
が
さ
か
ん
に
詩
歌
作
品
を
発
表
し
て
い
た
当
初
か
ら
あ
っ
た
も
の
で
も

あ

っ
た
。
た
と
え
ば
明
治
四
十
二
年
二
月
発
行

『
太
陽
』
臨
時
増
刊
号

「
明
治
史
第
七
編
　
文
芸
史
」
中
の

「新
体
詩
界
」
に
お
い
て
は

（筆

者
は
長
谷
川
天
漢
と
思
わ
れ
る
）
、
彼
の
詩
に
つ
い
て

「芸
術
の
深
い
保
証
が
な
い
の
は
道
逢
の
楽
劇
に
譜
が
付
い
て
居
な
い
の
と
同
前
、
学

者
の
あ
た
ま
か
ら
か
う
し
た
風
の
も
の
も
面
白
か
ろ
う
と
云
ふ
位
の
余
技
に
過
ぎ
な
い
の
だ
。
い
づ
れ
も
考
案
ば
か
り
が
結
構
で
、
そ
の
作
に

生
命
の
あ
る
の
が
少
い
」
と
い
う
厳
し
い
見
方
を
載
せ
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
中
に
は

「余
技
、
圏
外
の
歌
人
―
こ
れ
が
鴎
外
の
歌
業
に
冠
せ
ら
れ
る
呼
び
名
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
語
が
、
そ
の
文
芸
性
に
お
け

る
価
値
判
断
に
お
い
て
、
否
定
的
な
ひ
び
き
を
持
つ
と
す
る
な
ら
ば
、　
そ
の
あ
や
ま
り
は
訂
正
さ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
」
（新
間
進
一
、
『近
代
短
歌

史
論
』∧
有
精
堂
∨
）
と
い
う
よ
う
な
、　
芥
川
評
価
と
全
く
対
照
的
な
評
価
も
見
ら
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
の
だ
が
、　
以
上
見
て
き
た
こ
と
か
ら

わ
か
る
よ
う
に
、
特
に
翻
訳
詩
以
外
の
鴎
外
詩
歌
群
に
対
す
る
評
価
は
、
低
い
と
い
い
切

っ
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

「俳
句
と
云
ふ
も
の
」
∩
趣
味
』
明
４５
・
１
）
な
る

一
文
に
お
い
て
、

「
そ
の
後
俳
句
を
少
し
し
て
見
た
が
、　
か
う
云
ふ
向
き
の
句
は

一
つ
も

出
来
た
こ
と
が
な
い
。
何
事
に
よ
ら
ず
、
自
分
の
出
来
な
い
方
角
の
も
の
に
感
服
し
て
ゐ
て
、
そ
れ
が
出
来
ず
じ
ま
ひ
に
な
る
の
が
、
性
分
で

あ
る
ら
し
い
」
と
し
た
鴎
外
に
は
、
自
分
自
身
の
詩
歌
の
方
面
に
お
け
る
才
の
限
界
が
見
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
せ
る
ふ
し
も
あ
る

の
だ
が
、
と
ま
れ
、
鴎
外
の
詩
歌
に
関
し
て
は
、

「
成
功
不
成
功
を
い
え
ば
ま
ず
不
成
功
だ
つ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
が
…
…
」
と
い
う
中
野

重
治
の
説
を
首
肯
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
が
、
今
わ
た
く
し
の
関
心
は
、
そ
の
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
中

野
は
右
の
発
言
に
引
き
続
け
て
い
う
。

「
…
…
成
功
し
な
か
つ
た
と
い
う
結
果
論
で
は
な
く
、
そ
の
プ

ロ
セ
ス
が
、
も
う
少
し
、
こ
れ
か
ら
の
歌
の
成
長
と
い
う
目
安
か
ら
も
明
ら

か
に
な
り
た
い
と
思
う
」
と
。
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さ
ら
に
い
う
。

「
…
…
し
か
し
さ
ら
に
、
短
歌
の
形
に
盛
ろ
う
と
し
て
必
ず
し
も
成
功
し
な
か
つ
た
も
の
は
、
本
来
鴎
外
に
お
い
て
何
だ
つ
た
か
と
い
う

こ
と
の
研
究
が
い
つ
そ
う
必
要
だ
ろ
う
か
と
思
う
」
と
。

「私
は
忙
し
い
人
間
だ
。
過
去
の
生
活
な
ど
を
考

へ
て
は
ゐ
ら
れ
な
い
。
も
う
少
し
爺
さ
ん
に
で
も
な
つ
て
、
現
在
が
空
虚
に
な
つ
た
り
、

未
来
も
排
気
鐘
の
下
の
空
気
の
や
う
に
、
次
第
に
稀
薄
に
な
つ
て
来
た
ら
、
既
往
を
で
も
顧
み
て
見
る
だ
ら
う
」
∩
私
が
十
四
五
歳
の
時
」
『少
年

世
界
』
明
４２
・
９
）
と
書
く
鴎
外
の
現
在
は
空
虚
と
は
程
遠
い
、
充
実
し
た
現
在
で
あ

っ
た
は
ず
だ
。
そ
の
充
実
し
た
現
在
を
送
っ
て
い
る
鴎
外

が
、
下
手
な
詩
歌
に
託
し
た
思
い
は
、
或
い
は
託
そ
う
と
し
た
思
い
は
い
っ
た
い
何
だ
っ
た
の
か
。

か
つ
て
鴎
外
詩
歌
の
検
討
を
し
た
大
岡
信
氏
は
、
そ
の
一
文
を

「
彼
の
詩
歌
の
世
界
は
、
つ
い
に
明
ら
か
に
し
え
な
い
も
の
を
多
分
に
含
有

し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
明
ら
か
に
し
え
な
い
も
の
の
存
在
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、
さ
し
当

っ
て
の
目
標
に
な
り
は
し
な
い
だ

ろ
う
か
と
思
う
」
翁
日
本
詩
歌
の
鑑
賞

森
鴎
外
の
『夢
が
た
り
』
０
」
『国
文
学
』
昭
４４
・
５
）
と
い
う
文
章
で
結
ん
で
い
た
。　
は
た
し
て
明
ら
か
に

し
え
な
い
も
の
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
わ
た
く
し
も
ま
た
中
野
重
治
の
駿
尾
に
付
す
よ
う
な
形
で
、

以
下
、
明
治
四
十
二
年
五
月

『
ス
バ
ル
』
誌
上
に
掲
載
さ
れ
た

「
我
百
首
」
の
検
討
を
中
心
と
し
な
が
ら
、
鴎
外
詩
歌
の
問
題
に
つ
い
て
、
わ

た
く
し
な
り
の
検
討
を
始
め
る
こ
と
に
し
た
い
。
そ
し
て
鴎
外
豊
熟
の
時
代
、
文
壇
再
活
躍
時
代
に
至
る

一
側
面
を
照
射
し
て
み
た
い
。

一

日
露
戦
争
勃
発
に
伴
い
、
明
治
三
十
七
年
三
月
二
十

一
日
に
第
二
軍
軍
医
部
長
と
し
て
東
京
を
発

っ
た
森
林
太
郎
陸
軍
軍
医
監
が
帰
京
す
る

の
は
、
明
治
三
十
九
年

一
月
十
二
日
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
後
、
彼
は
紆
余
曲
折
を
経
な
が
ら
も
明
治
四
十
年
十

一
月
十
三
日
に
陸
軍
軍
医
総

監
に
陸
進
し
、
同
時
に
陸
軍
省
医
務
局
長
の
椅
子
に
つ
く
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
が
、　
一
方
帰

っ
て
来
た
文
学
者
と
し
て
の
鴎
外
は
、
か
つ
て
ド

イ
ツ
留
学
か
ら
帰
朝
し
た
彼
の
動
き
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
散
文
に
さ
き
が
け
て
、
ま
ず
韻
文
、
詩
歌
の
分
野
に
活
発
な
活
動
を
開
始
す



る
。
そ
う
し
た

″帰

っ
て
来
た
鴎
外
″
の
動
き
を
、
吉
田
精

一
氏
は
、

「森
鴎
外
は
日
露
戦
役
中
の
偶
作
を

『
う
た
日
記
』
に
収
録
し
、
現
実
性
の
強
い
詩
風
を
示
し
た
が
、
帰
来

『
明
星
』

コ
バ
苑
』

等
に

一

種
の
写
生
詩
を
発
表
し
、
題
材
を
日
常
生
活
の
卑
近
な
事
物
に
も
と
め
、
印
象
派
風
な
詩
風
を
提
示
し
た
。」

（『明
治
大
正
文
学
史
』
∧
東
京

修
文
館
∨
）

と
ま
と
め
ら
れ
た
が
、
そ
れ
ら
は
早
く
も

「
腰
弁
当
森
鴎
外
に
よ
り
て
試
み
ら
れ
た
る
純
自
然
派
的
詩
風
の
影
響
各
所
に
見
ゆ
」
∩
明
治
三
十

九
年
文
芸
界
一
覧
」
『早
稲
田
文
学
』
明
４０
．
２
）
と
さ
れ
、
「
そ
の
自
然
派
的
傾
向
の
影
響
は
腰
弁
当

（森
鴎
外
の
別
名
）

の
作
か
ら
来
て
居
る
と

こ
ろ
が
多
い
」
∩
太
陽
』
前
掲
、
明
４２
・
２
）
と
さ
れ
る
影
響
を
当
代
の
詩
壇
に
与
え
て
い
た
の
だ
っ
た
。　
そ
う
し
た
彼
の
詩
の
特
色
は
、　
た
と

え
ば
、
次
の
明
治
三
十
九
年
六
月

『趣
味
』
誌
上
に
発
表
さ
れ
た

「
都
鳥
」

一
篇
に
顕
著
に
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

都
　
鳥

初
夏
の
日
暮
。
み
ど
り
の

た
だ
中
に
夕
ば
え
煉
瓦

湯
か
ざ
る
ま
ら
う
ど
と
立
つ
。

高
鳴
る
や
嘲
る
汽
笛
。

枇
鶏
の
特
蹴
の
鞭
に

む
ち
う
た
れ
は
た
め
き
過
ぐ
る

封
疵
に
織
を
ゆ
づ
り
て
、

川
の
緯
漕
ぐ
わ
た
し
船
。

鴎
外
詩
歌
考

一
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房
州
と
人
呼
ぶ
聞
き
し

牙
彫
め
く
を
ぢ
櫂
と
り
て

中
流
の
ゆ
ふ
あ
げ
潮
を

緻
み
た
る
腕
に
し
の
ぐ
。

は
や
近
し
さ
ん
や
桟
橋
。

ゎ
機
に
は
芥
ま
つ
は
り
、

浮
木
触
れ
、
量
産
業
の

乞
児
ぎ
ぬ
ち
ぎ
れ
靡
け
り
。

に
び
色
の
川
淀
水
の

渦
巻
に
、
雌
雄
か
、
自
鳥

並
ぶ
。
こ
や
さ
す
ら
ひ
人
の

ふ
り
し
日
の
風
流
の
記
念
。

舟
人
よ
。
あ
の
鳥
を
見
よ
。

「
は
あ
。
あ
り
や
あ
か
ご
め
で
が
さ
あ
。」

気
ぢ
か
き
に
お
ぢ
ぬ
さ
ま
見
よ
。

「
臭
く
つ
て
食
は
れ
ま
せ
ん
や
。」

二
四



こ
れ
は
上
田
敏
に
よ
っ
て
、
「雑
誌

『趣
味
』
第

一
号
、
腰
弁
当
氏
の
新
詩

『都
鳥
』

は
頗
る
斬
新
な
る
作
な
り
。

単
語
は
印
象
の
強
き
を

選
び
、
節
奏
に
は
大
胆
な
る

『跨
』
を
用
ゐ
、
樟
尾
の
一
振
に
、
口
語
を
挿
み
て
、　
国
バ
苑
』
巻
第
五
の

『
雫
』
に
電
車
を
歌
ひ
た
る
よ
り
、

更
に

一
歩
を
進
め
た
る
詩
風
を
な
し
ぬ
」
翁
鏡
影
録
し

と
評
価
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
の
だ
が
、
た
と
え
ば
こ
れ
を
同
月
（
明
３９

・
６
）
の
『東

亜
之
光
』
誌
上
に
掲
載
さ
れ
た
幸
田
露
伴
の

「
春
の
品
川
湾
」
と
比
べ
て
み
る
と
ど
う
か
、

「
春
の
品
川
湾
」
は
次
の
よ
う
な
詩
で
あ
る
。

春
の
品
川
湾

未
明

ま
だ
き
の
海
の
　
雲
錘
く
し
て
、

ぅ灘
動
か
ず
　
東
風
力
無
し
。

碑
購
轟
準
の
　
間
を
佗ゎび
し
み
、

鳴
い
て
羽
た
ゝ
く
　
澪
標
の
上
。

日
出

空
飛
ぶ
嗽
め

鳴
く
静
清
ら
に
、

物
も
な
き
海
　
韓
朧
嚇
く
。

発
難
ぽ
　
流
れ
流
るひ難
、

日
喩
蹴
ぼ
　
燃
え
て
燃
え
て
累
る
。

鴎
外
の
、
露
伴
新
体
詩
に
対
す
る
関
心
は
か
な
り
高
か
っ
た
よ
う
で
あ
り
、

鴎
外
詩
歌
考

た
と
え
ば

「
只
今
東
亜
之
光
を
見
れ
ば
露
伴
子
の
し
や
ば
ん
珠

二
五
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の
詩
あ
り
同
じ
く
し
や
ぼ
ん
珠
を
使
ひ
し
独
逸
人
の
詩
あ
る
を
お
も
ひ
出
で
て
訳
し
試
み
た
り
」

（明
３９

・
８

・
５

ｏ
上
田
敏
宛
書
簡
）
と
い

う
よ
う
に
、
明
治
三
十
九
年
八
月
号
の

『東
亜
之
光
』
誌
上
に
掲
載
さ
れ
た
露
伴
詩

「
し
や
ば
ん
球
」
に
刺
激
さ
れ
て
、
彼
は
モ
ル
ゲ

ン
ス

テ
ル
ン
作
の

「
月
出
」

一
篇
を
訳
出
し
た
り
し
て
い
る
↑
」れ
は
明
治
三
十
九
年
九
月
の
コ
バ苑
』
に
掲
載
さ
れ
、
後
に
『沙
羅
の
木
』
に
収
録
さ
れ
た
）。

が
、
こ
の

「
都
鳥
」
と

「春
の
品
川
湾
」
の
場
合
は
、
発
表
が
同
月
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
、
二
つ
の
詩
の
間
に
直
接
の
影
響
関
係
は
ま
ず
な

い
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
同
時
期
に
発
表
さ
れ
た
こ
の
二
つ
の
詩
は
、
ま
る
で
意
図
し
た
か
の
よ
う
に
全
く
対
照
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

一
方
が

「
初
夏
の
日
暮
」
の
に
ぎ
や
か
な

「
川
」
を
舞
台
に
し
て
い
れ
ば
、　
一
方
は

「春
」
の

「未
明
」
あ
る
い
は

「
日
出
」
の

「物
も
な
き

海
」

「
品
川
湾
」
が
舞
台
で
あ
る
。
そ
こ
に
登
場
す
る
の
が
二
詩
と
も
に

「
鴎
」
で
あ
る
わ
け
だ
が
、
露
伴
詩
が

「孤
鴎
長
夜
の
　
間
を
佗
び

し
み
／
鳴
い
て
羽
た
ゝ
く
　
澪
標
の
上
」
と
い
う
よ
う
な
、
い
わ
ば

「
ふ
り
し
日
の
風
流
の
記
念
」
的
な
鴎
を
歌
う
の
に
対
し
、
鴎
外
詩
は
そ

う
し
た

「
風
流
」
の
世
界
を
、
上
田
敏
も
指
摘
し
た
悼
尾
の

一
連
に
よ
っ
て
見
事
に
ひ
っ
く
り
返
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
鴎
外
詩
は
、
た
し
か
に
伝
統
的
な
詩
風
と
は
そ
の
趣
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
当
代
の
詩
壇
に
あ

っ
て
は

「
斬
新
」
な
も
の
で

あ

っ
た
に
違
い
な
い
。
少
な
く
と
も
詩
に
よ
っ
て
歌
わ
れ
る
べ
き
世
界
が
、
鴎
外
の
こ
う
し
た
試
教
に
よ
っ
て
拡
げ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
い

え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
意
味
で

「
詩
集

『沙
羅
の
木
』
の
詩
壇
に
於
け
る
感
化
は
少
く
な
い
。
象
徴
派
の
官
殿
に
閉
じ
こ
め
ら
れ

た
詩
神
を
し
ば
ら
く
街
頭
に
イ
ま
せ
た
の
が
腰
弁
当
の
詩
で
あ
つ
た
」
∩
森
鴎
外
の
新
体
詩
―
新
詩
史
上
森
林
太
郎
の
立
場
」
『新
小
説
臨
時
増
刊
』
大

■
・
８
）
と
し
た
日
夏
歌
之
介
の
指
摘
は
肯
か
せ
ら
れ
る
。

一
方
こ
う
し
た
新
体
詩

（長
詩
）
の
分
野
の
活
動
と
並
行
し
て
、
彼
は
「
一
刹
那
」
∩
明
星
』
明
４０
．
１０
）
の
二
十

一
首
連
作
、
「舞
扇
」
「
明

星
』明
４‐
．
１
）
の
二
十
四
首
連
作
、
そ
し
て

「
潮
の
音
」
合
明
星
』
明
４‐
．
８
）
の
十
九
首
連
作
と
い
う
、
「
我
百
首
」
に
さ
き
が
け
す
る
歌

（短

詩
）
の
試
み
を
も
ま
た
行

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
帰

っ
て
来
た
鴎
外
の
活
動
は
、
詩
歌
の
分
野
へ
の
活
発
な
活
動
か
ら
始
ま
っ
た
わ
け
な
の
だ
が
、
で
は
そ
う
し
た
活
動
を
促
し



た
基
盤
と
も
い
う
べ
き
も
の
は
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
鴎
外
を
し
て
こ
う
し
た
方
面
に
向
か
わ
し
め
た
土
壌
を
次
に
考
え
て
み
た
い
。

二

日
露
戦
役
に
出
征
す
る
半
年
程
前
の
明
治
三
十
六
年
十
月
、
佐
々
木
信
綱
の
歌
集

『
お
も
ひ
草
』
に

「序
」
を
寄
せ
た
鴎
外
は
、
そ
の
中
で

「
か
の
昔
な
が
ら
の
三
十

一
言
の
形
式
に
あ
ら
た
な
る
性
命
を
嘘
き
入
れ
つ
べ
き
時
こ
そ
は
来
ぬ
れ
」
と
書
い
て
い
る
。

ま
た
、
た
と
え
ば
現
東
京
大
学
図
書
館
鴎
外
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
蒲
原
有
明
の
詩
集

『独
絃
哀
歌
』

（明
３６
・
５
白
鳩
社
刊
）
な
ど
を
経

い
て
み
る
と
、
鴎
外
自
身
の
手
に
な
る
と
思
わ
れ
る
書
き
入
れ
が
あ
り
、
そ
れ
に
は

「卜
ヽ
あ
」
と
か

「
ｎ

・
６
」
と
い
っ
た
∧
七
五
調
∨

以

外
の
音
律
の
箇
所
に
そ
の
音
律
を
メ
モ
し
た
あ
と
が
見
え
て
い
る
。

こ
う
し
た
こ
と
は
、
鴎
外
の
新
し
い
詩
歌
に
対
す
る
関
心
を
物
語

っ
て
お
り
、
そ
れ
が

「
『
う
た
日
記
』

に
あ
ら
わ
れ
た
詩
形
の
多
様
さ
」

（菅
野
規
矩
雄
、
「
う
た
日
記
』
を
読
む
」
『現
代
詩
手
帖
』
鶴

・
２
）
を
生
み
出
し
て
い
く
要
因
に
も
な
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
そ
う
し
た
彼
の
詩
歌
に

対
す
る
関
心
は
、
日
露
戦
争
従
軍
中
に
、
よ
り

一
層
高
ま
っ
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

彼
は
い
う
。

「新
体
詩
の
会
と
い
ふ
の
は
誰
な
ん
ぞ
が
点
を
す
る
の
か
し
ら
。
そ
し
て
ど
ん
な
の
が
点
に
な
る
の
か
し
ら
。
三
を
さ
ん
に
是
非
く
は
し

く
か
い
て
よ
こ
し
て
も
ら
ひ
た
い
も
の
だ
。
ろ
は
ん
の
連
中
の
が
よ
み
う
り
に
出
る
の
を
と
き
ス
ヽ
見
る
が
初
の
う
ち
二
三
日
は
少
し
お
も

し
ろ
い
の
も
出
た
が
此
頃
は
さ
つ
ば
り
だ
め
だ
。

（略
）
お
れ
な
ん
ぞ
は
よ
そ
の
人
の
お
流
義
で
作
る
の
は
き
ら
ひ
だ
か
ら
自
分
丈

一
人
の

流
義
に
や
る
の
だ
。
そ
れ
だ
か
ら
世
間
に
出
し
た
つ
て
だ
め
だ
。」
（明
３７

・
・１

・
３
、
森
し
げ
子
宛
書
簡
）

「露
伴
」
の
名
が
見
え
る
の
も
興
味
深
い
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
、
戦
地
に
あ
っ
て
も
な
お
、
否
、
不
自
由
な
戦
地
に
あ
れ
ば
こ
そ
よ
り

一

層
と
い
う
べ
き
か
も
知
れ
な
い
が
、
彼
の
新
体
詩
に
対
す
る
強
い
関
心
の
高
ま
り
が
感
じ
ら
れ
よ
う
。
彼
は
、
自
分
の
詩
は

「
世
間
に
出
し
た

鴎
外
詩
歌
考
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二
八

つ
て
だ
め
だ
」
と
い
っ
て
い
る
。
が
、
実
は

「
自
分
丈

一
人
の
流
義
で
や
る
の
だ
」
と
い
い
切

っ
て
も
い
る
わ
け
で
あ
り
、
そ
こ
に
積
極
的
に

新
体
詩
に
関
わ
ら
ん
と
す
る
鴎
外
を
見
て
取

っ
て
よ
い
は
ず
だ
。

さ
ら
に
当
代
の
詩
壇
を
評
し
た

「一国
新
派
長
短
歌
研
究
成
績
報
告
書
」
な
る
内
容
の
書
簡
を
、
彼
は
妹
の
小
金
井
き
み
子
に
宛
て
て
送

っ
て

い
る
。

「
短
詩
か
ら
云
う
て
見
る
が
、
警

へ
ば
こ
れ
ま
で
の
歌
に
な
い
、
機

一
髪
、　
ハ
ッ
ト
お
も
ふ
や
う
な
処
を
巧
者
に
お
さ
へ
て
ゐ
る
。
（略
）

そ
れ
か
ら
耳
に
聞
い
て
わ
か
る
漢
語
、
物
語
な
ど
に
あ
る
所
謂
文
章
こ
と
ば
、
今
の
物
名
な
ん
ぞ
を
工
合
よ
く
よ
み
入
れ
た
と
こ
ろ
に
と
り

処
が
あ
る
。
し
か
し
仏
教
基
督
教
の
語
、
西
洋
人
の
名
な
ん
ぞ
が
は
い
る
と
そ
れ
ス
ヽ
の
知
識
が
あ
や
し
い
と
見
え
て
頗
る
ト
ン
チ
ン
カ
ン

（群
℃

以
上
晶
子
先
生
の
事
ば
か
し
い
ふ
や
う
だ
が
、
跡
は
大
て
い
あ
れ
の
口
ま
ね
だ
か
ら
ね
。
次
に
長
詩
で

一
番
ひ
ね
つ
た
の
は
蒲
原
有
明

（注
３
）

だ
。
」

こ
う
し
て
彼
は
ま
ず
当
代
詩
人
中
、
晶
子
、
有
明
の
両
者
を
高
く
評
価
す
る
。
つ
づ
け
て
、
若
手
の
石
川
啄
木
や
平
野
万
里
を

「
所
謂
新
体

詩
の
大
家
よ
り
う
ま
い
」
と
し
、
最
後
に

「
そ
こ
で
御
相
談
だ
が
、
わ
れ
ノ
ヽ
も

一
つ
奮
発
し
て
新
詩
連
以
上
の
新
し
い
事
を
や
り
た
い
も
の
だ
。
但
し
国
語
は
あ
く
ま
で
崩
さ
ず
に

し
か
も
縦
横
自
在
に
使
つ
て
あ
ら
ゆ
る
分
子
を
そ
れ
に
調
和
す
る
や
う
に
入
れ
て
見
や
う
で
は
な
い
か
。」

（明
３８

・
７

・
２８
書
簡
）

と
、
新
し
い
活
動
に
対
す
る
抱
負
を
熱

っ
ぼ
く
語
り
か
け
て
い
る
。
∧
夏
目
金
之
助
君
に
対
す
る
技
養
∨
と
は

「
＋
夕

・
セ
ク
ス
ア
リ
ス
」

中
の
金
井
湛
君
の
こ
と
ば
で
あ

っ
た
わ
け
だ
が
、
金
井
君
な
ら
ぬ
鴎
外
そ
の
人
の
、
当
代
詩
歌
壇
に
活
躍
す
る
晶
子
に
対
す
る
、
あ
る
い
は
有

明
に
対
す
る
、
さ
ら
に
は
啄
木
や
万
里
に
対
す
る

″技
湊
″
を
こ
の
文
面
は
明
瞭
に
物
語

っ
て
い
よ
う
。
そ
う
し
た
人
々
に
対
す
る

″技
慶
″

を
抱
い
て
帰
国
し
た
鴎
外
を
待

っ
て
い
た
日
本
の
文
学
界
、
そ
の
詩
壇
、
歌
壇
の
状
況
は
、
で
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
。

帰
国
し
た
直
後
の
鴎
外
に
次
の
発
言
が
あ
る
。

「今
の
日
本
の
新
体
詩
に
は
　
思
想
の
わ
か
り
に
く
い
方
で
な
い
の
も
随
分
あ
る
ら
し
い
。
兎
に
角
詩
界
は
ご
た
つ
き
最
中
ら

し

い
。」



（傍
点
原
文
「森
鴎
外
氏
の
新
体
詩
談
」
『太
陽
』
明
３９
・
４
）

そ
の
ご
た
つ
き
の
詩
界
を
象
徴
す
る
よ
う
に
、
こ
の
年

（明
３９
）
の

『
中
央
公
論
』
は
、
八
月
号
か
ら
十
二
月
号
に
か
け
て

（十
月
号
は
除

く
×
現
時
の
新
体
詩
の
価
値
」
と
い
う
特
集
を
組
み

（十
二
月
号
は
零
余
子
に
よ
る

「新
体
詩
に
対
す
る
世
評
の
概
括
し
、
各
界
の
人
々
に
新

体
詩
の
価
値
に
つ
い
て
間
う
た
ア
ン
ケ
ー
ト
の
解
答
を
載
せ
て
い
る
。

こ
の
記
事
を
読
ん
だ
上
田
敏
は
、　
さ
っ
そ
く
鴎
外
に
宛
て
て

「
『
中
央
公
論
』
に
新
体
詩
に
対
す
る
諸
家
の
意
見
あ
り
し
を
御
覧
に
相
成
候

や
、
随
分
驚
き
入
つ
た
る
意
見
の
陳
列
に
御
座
候
」

（明
３９

・
８

・
８
書
簡
）
と
そ
の
感
想
を
述
べ
て
い
る
が
、
都
合
三
十
五
人
に
及
ぶ
人
々

の
意
見
は
、
ま
さ
に
混
沌
た
る
詩
壇
そ
の
も
の
の
状
況
を
反
映
し
て
い
る
。

一
方
歌
壇
は
ど
う
だ
っ
た
か
と
い
え
ば
、
こ
れ
ま
た
詩
壇
と
大
同
小
異
の
状
況
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。

前
述
し
た
明
治
四
十
二
年
二
月
刊
の

『
太
陽
』
誌
上
で
、
記
者
は
現
時
の
歌
壇

（短
詩
界
）
を
こ
う
ま
と
め
て
い
る
。

「
明
治
時
代
の
歌
壇
は
、
明
星
派
及
び
竹
柏
園
の
両
大
関
を
以
つ
て
組
織
せ
ら
る
ヽ
と
は
、
誰
人
も
首
肯
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
所
で
あ
ら
う
。

然
る
に
此
の
両
系
統
共
に
、
日
露
戦
役
後
は
、
勢
力
頓
に
振
は
ず
、

『
明
星
』
の
如
き
は
四
十

一
年
遂
に
廃
刊
す
る
に
至
つ
た
。
今
後
和
歌

の
方
面
に
於
い
て

一
新
生
面
を
開
く
者
は
那
辺
に
起
る
で
あ
ら
う
か
。」

右
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な

「勢
力
頓
に
振
は
」
な
い
と
い
う
状
況
の
延
長
線
上
に
、
や
が
て
明
治
四
十
三
年
十
月
の
尾
上
柴
舟

に
よ

る

「
短
歌
滅
亡
論
」
も
あ
ら
わ
れ
て
く
る
の
だ
ろ
う
が
、
と
ま
れ
帰

っ
て
来
た
鴎
外
を
待

っ
て
い
た
歌
壇
は
、
詩
壇
同
様

一
つ
の
曲
り
角
を
迎

え
、
進
む
べ
き
方
向
を
模
索
し
て
い
る
混
沌
た
る
状
況
で
あ

っ
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

後
に
鴎
外
は
、
自
己
の
歩
ん
で
来
た
半
生
を
回
顧
し
て

「
な
か
じ
き
り
」
Ｇ
斯
論
』
大
６

，
９
）
な
る

一
篇
を
書
く
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、

そ
の
中
で
、
彼
は

「
抒
情
詩
に
於
て
は
、
和
歌
の
形
式
が
今
の
思
想
を
容
る
る
に
足
ら
ざ
る
を
謂
ひ
、
又
詩
が
到
底
ア
ル
シ
ヤ
イ
ス
ム
を
脱
し

難
く
国
民
文
学
と
し
て
立
つ
所
以
に
あ
ら
ざ
る
を
謂
つ
た
の
で
、
款
を
新
詩
社
と
あ
ら
ら
ぎ
派
と
に
通
じ
て
国
風
新
興
を
夢
み
た
」
と
述
べ
た

の
だ
っ
た
が
、
そ
の

「
国
風
新
興
を
夢
み
」
る
基
盤
は
、
こ
う
し
て
鴎
外
の
内
に
も
、
そ
し
て
帰

っ
て
来
た
鴎
外
の
外
に
も
あ

っ
た
と
い
う
こ

鴎
外
詩
歌
考
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一九



三
〇

と
が
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

太
陽
記
者
は
右
の
文
章
中
に
、

「
一
新
生
面
を
開
く
者
は
那
辺
に
起
る
で
あ
ら
う
か
」
と
書
い
た
わ
け
だ
が
、
ま
さ
に
鴎
外
は
、
自
ら
そ
の

一
新
生
面
を
切
り
拓
く
も
の
と
し
て
、
そ
の
活
発
な
詩
歌
の
活
動
を
展
開
し
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
の
だ
。

そ
し
て
彼
の
こ
う
し
た
活
発
な
詩
歌
活
動
の
頂
点
に
あ
た
る
時
期
に
発
表
さ
れ
た
の
が
、
明
治
四
十
二
年
五
月
、

「
ス
バ
ル
」
第
五
号
誌
上

に
一気
に
発
表
さ
れ
た
「我
百
首
」
に
は
か
な
ら（が
ぼ
。

彼
は
こ
の
百
首
歌
制
作
の
直
前
の
明
治
四
十

一
年
九
月
、
山
県
有
朋
の
た
め
に
草
し
た

「
門
外
所
見
」
の
中
で
「彼
国
々
ノ
新
シ
キ
詩
ヲ
読
ミ

叉
自
ラ
之
フ
作
り
其
ノ
長
フ
取
リ
テ
歌
ノ
上

ニ
モ
応
用
ス
ヘ
キ
ニ
ハ
ア
ラ
サ
ル
カ
／
欧
州
諸
国
ノ
詩
賦
ノ
類

ニ
シ
テ
我
国
ノ
歌
、
支
那
ノ
詩
ト

同
種
ナ
ル
ハ
所
謂
抒
情
詩
ナ
リ

（略
）
此
ノ
新
シ
キ
詩
ノ
約
束
ヲ
我
国
ノ
歌

二
応
用
セ
ン
ト
試
ミ
ル
モ
ノ
ハ
殆
卜
絶
無
ナ
リ
」
と
し
て
い
た
。

そ
の
誰
も
試
み
よ
う
と
し
な
か
っ
た
試
み
を
、
他
な
ら
ぬ
鴎
外
彼
自
身
が
や
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
彼
の
、
詩
歌
の
分
野
に

一
新
生

面
を
切
り
拓
か
ん
と
す
る
文
学
的
野
心
を
読
み
取

っ
て
も
よ
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
し
て
こ
こ
に
こ
そ
、
石
川
淳
が
魅
せ
ら
れ
た

「
詩
人

の
若
さ
」
の
秘
密
も
ま
た
あ
る
に
違
い
な
い
。

三

「
や
つ
ば
り
鴎
外
の

『
あ
そ
び
』
さ
と
き
ま
り
文
句
で
か
た
づ
け
る
利
口
ぶ
り
よ
り
も
、
わ
た
く
し
は
こ
の
う
ま
く
も
な
い
新
発
明
の
歌
を

詩
人
の
努
力
と
し
て
受
け
取
る
バ
カ
正
直
の
ほ
う
に
く
み
し
た
い
」
∩
森
鴎
外
し

と
し
て
、
「
我
百
首
」
の
試
み
を
高
く
評
価
し
た
の
は
石
川

淳
だ
が
、
従
来

「
我
百
首
」
は
他
の
論
述
と
の
関
連
で
触
れ
ら
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
単
独
で
取
り
上
げ
ら
れ
論
じ
ら
れ
る
と
い
う

こ
と
は
少
な
か
っ
た
。
右
の
石
川
淳
の
ほ
か
に
は
、平
山
城
児
氏
の

「
『我
百
首
』
の
構
成
只
『鴎
外

『奈
良
五
十
首
』
の
意
味
』∧
笠
間
書
院
∨
所
収
）

と
い
う
論
考
を
見
る
く
ら
い
で
あ
る
。



と
こ
ろ
で
新
版
鴎
外
全
集
第
十
九
巻
の
後
記
に
は
、

「
本
全
集
は
単
行
本

『
沙
羅
の
木
』
を
底
本
と
し
、
初
出
の
雑
誌
と
校
合
し
た
」
と
い

う
注
記
が
あ
り
、
現
全
集
本
収
録
本
文
が
、
大
正
四
年
九
月
阿
蘭
陀
書
房
刊
行
の

『
沙
羅
の
木
』
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ

か

る

の
だ

が
、
こ
と

「
我
百
首
」
に
関
す
る
限
り
、
初
出
雑
誌
と
の
校
合
は
な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
実
は
初
出
と
の
校
合
の
上
で
看
過
で

き
な
い
問
題
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
以
下
や
や
煩
雑
に
な
る
け
れ
ど
も
、
ま
ず
初
出
誌
本
文
と
現
行
全
集
本
本
文

（す
な
わ
ち

『
沙
羅
の

木
』
所
収
本
文
）
と
の
校
合
か
ら
始
め
た
い
。

「
我
百
首
」
は
、
す
で
に
再
三
述
べ
て
き
た
よ
う
に
明
治
四
十
二
年
五
月
発
行
の

『
ス
バ
ル
』
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
な
の
だ

が
、
そ

れ

と

『
沙
羅
の
木
』
収
録
の
も
の
と
に
、
歌
の
異
同
や
配
列
の
変
化
な
ど
は
な
い
。

た
だ
こ
の
二
つ
の
本
文
の
間
に
は
、
表
記
の
違
い
の
あ
る
も
の
が
い
く
つ
か
あ
る
。
『沙
羅
の
木
』

再
録
に
際
し
、
初
出
と
表
記
の
変
わ

っ

た
も
の
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

（な
お
、
１
・
２
・
３
…
等
の
番
号
は

「我
百
首
」
中
の
歌
の
配
列
順
に
つ
け
た
番
号
を
指
す
。
以
下
同
様
。）

初
出
本
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『沙
羅
の
木
』
本
文

４２
　
み
心
は
い
ま
だ
お
ち
ゐ
ず
蜂
至
り
て

因
８
８
８
‐
↓
み
心
は
い
ま
だ
お
ち
ゐ
ず
蜂
至
り
て
コ
ス
モ
ス

の
茎
ゆ
ら
め
く
如
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
茎
ゆ
ら
め
く
如
く

９２
　
舟
は
遠
く
遠
く
走
れ
と

〓
”
計８
８

は
只
値

一
つ
‐
↓
舟
は
遠
く
遠
く
走
れ
ど
マ
ト
ロ
ス
は
只
億

一
つ

を
め
ぐ
り
て
あ
り
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
め
ぐ
り
て
あ
り
き

９３
　
を
さ
な
子
の
片
手
し
て
弾
く

り
””り
ｏ
を
も
聞
き
‐
↓
を
さ
な
子
の
片
手
し
て
弾
く
ピ
ア
ノ
を
も
聞
き

て
い
さ
さ
か
楽
む
我
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
い
さ
さ
か
楽
む
我
は

（
な
お
８７
は
初
出
で
は

「
十
字
鍬
買
ひ
て
帰
り
ぬ
い
づ
く
に
　
　
　
て
あ
ら
む
宝
を
掘
る
と
」
と
い
う
よ
う
に
途
中
四
字
分
の
脱
落
が
あ
る
。）

右
の
変
更
自
体
は
た
い
し
た
こ
と
で
は
な
い
。
要
す
る
に
外
国
語
表
記
を
カ
タ
カ
ナ
表
記
に
変
え
た
と
い
う
だ
け
だ
。
む
ろ
ん
歌
意
に
変
化

は
な
い
。
た
だ
わ
た
く
し
が
こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、

『
沙
羅
の
木
』
再
録
に
際
し
て
明
ら
か
に
鴎
外
の
手
が
入
れ
ら
れ
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
全
百
首
中
た
っ
た
の

一
首
、
し
か
も
ご
く

一
部
で
は
あ
る
の
だ
が
、
次
の
本
文
の
書
き
か
え
は
注
意
し
て
お
く
必

鴎
外
詩
歌
考
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一二
一



一一一二

要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
１９
の
歌
で
あ
る
。
初
出
形
は

綴
ぶ
み
に
金
の
薄
し
て
あ
ら
ぬ
名
を
貼
し
た
る
如
し
あ
て
人
見
れ
ば

と
な
っ
て
い
る
。
し
か
る
に
再
録

『沙
羅
の
木
』
本
文
は
次
の
よ
う
に
書
き
改
め
ら
れ
て
い
る
。

綴
ぶ
み
に
金
の
薄
し
て
あ
ら
ぬ
名
を
貼
し
た
る
如
し
或
人
見
れ
ば

こ
の
変
更
は
、
先
の
４２

・
９２

・
９３
の
歌
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
表
記
上
の
書
き
か
え
と
同
等
に
扱
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

「
あ
て
人
」
は
漢
字
を
あ
て
る
な
ら
ば

「貴
人
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
こ
の
歌
の
初
出
形
は
、
大
変
諷
刺
の
き
い
た
皮
肉
な

歌
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
を
、
「
あ
て
人
」
は

「
あ
る
人
」

の
誤
植
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
。　
し

か
し
、
こ
れ
を
、

「
あ
る

（或
）
人
」
と
し
た
場
合
に
は
歌
意
は
は
な
は
だ
曖
昧
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
い
、

「
あ
て
人
」
と
あ
る
場
合
に
比

し
て
、
は
る
か
に
劣
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

は
っ
き
り
と
し
た
決
め
手
と
な
る
も
の
は
な
い
わ
け
な
の
だ
が
、
も
し
誤
植
で
あ

っ
た
な
ら
ば

「
あ
る
人
」
と
改
め
て
も
よ
い
わ
け
で
あ
り

（
百
首
中
、
初
出
の
ひ
ら
が
な
表
記
を
再
録
の
際
に
漢
子
に
改
め
た
例
は
な
い
）
、
こ
れ
は
や
は
り
鴎
外
が

「
我
百
首
」

を
再
録
す
る
に
際
し

て
、
当
該
部
分
の
鋭
い
諷
刺
の
表
現
を
避
け
、
穏
や
か
な
表
現
に
語
晦
し
た
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
わ
た
く
し
は
思
う
。

昔
な
が
ら
の
三
十

一
文
字
に
、

「
あ
ら
た
な
る
性
命
を
嘘
き
入
れ
」
ん
と
し
て
い
た
鴎
外
は
、
こ
の
百
首
歌
の
中
に
従
来
の
歌
に
は
な
か
っ

た
さ
ま
ざ
ま
な
試
み
を
せ
ん
と
し
て
い
る
。
右
の
１９
初
出
歌
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
鋭
い
諷
刺
、
皮
肉
を
込
め
た
歌
も
、
そ
う
し
た
彼
の
意
気
込

み
の

一
つ
の
表
わ
れ
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

☆
　
　
　
☆

と
こ
ろ
で
、
こ
の
百
首
歌
の
成
立
事
情
に
関
し
て
は
、
鴎
外
自
身

『沙
羅
の
木
』
の
序
文
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
我
百
首
と
題
す
る
短
詩
は
、
長
い
月
日
の
間
に
作
つ
た
も
の
を
集
め
た
の
で
も
な
く
、
又
自
ら
選
ん
だ
の
で
も
な
い
。
あ
れ
は
雑
誌
昂



の
原
稿
と
し
て

一
気
に
書
い
た
の
で
あ
る
。
其
頃
雑
誌
あ
ら
ら
ぎ
と
明
星
と
が
参
商
の
如
く
に
相
隔
た
つ
て
ゐ
る
の
を
見
て
、
私
は
二
つ
の

も
の
を
接
近
せ
し
め
よ
う
と
思
つ
て
、
双
方
を
代
表
す
べ
き
作
者
を
観
潮
楼
に
請
待
し
た
。
此
毎
月

一
度
の
会
は
大
ぶ
久
し
く
続
い
た
。
我

百
首
を
書
い
た
の
は
、
其
会
の
隆
盛
時
代
に
当
つ
て
ゐ
る
。
」

（
注
５
）

こ
の
文
を
読
む
と
、　
一
見
こ
れ
ら
の
百
首
歌
は

一
時
即
詠
の
よ
う
に
も
と
れ
る
の
だ
が
、
現
在
残
さ
れ
て
い
る
諸
資
料
に
照
ら
し
合
わ
せ
て

み
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
歌
は
少
な
く
も
数
か
月
に
渡

っ
て
詠
ま
れ
た
も
の
の
中
か
ら
取
り
集
め
た
も
の

（も
ち
ろ
ん

「
我
百
首
」
を
ま
と
め

る
に
際
し
、
新
た
に
詠
ま
れ
た
も
の
も
あ
っ
た
こ
と
で
は
あ
ろ
う
が
）
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
現
在
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
資
料
や
、
国
民

新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
等
に
よ
っ
て
、
制
作
月
日
の
は
っ
き
り
す
る
も
の
を
表
に
よ
っ
て
示
し
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

４
・‐１

「国
民
新
聞

４
・５
　
歌
会
詠
草

「国
民
新
聞

１
．３０

「
国
民
新
聞

４
・５
　
歌
会
詠
草

．２‐

「
常
磐
会
詠
草
」

・６
　
歌
会
詠
草

「
国
民
新

鴎
外
詩
歌
考

一一一一一一

16 15 14 13 12 11 10 9  8  7  6  5  4 3  2  1

32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17

48 47 46 45 44 43 42 41 4039 38 37 36 35 3433

64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49
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三
四

・６
　
歌
会
詠
草

４
・５
　
歌
会
詠
草

※
日
付
は
い
ず
れ
も
明
治
四
十
二
年
。

「
歌
会
詠
草
」
と
は
平
出
禾
氏
所
蔵
、
観
潮
楼
歌
会
詠
草
稿
に
よ
っ
て
そ
れ
と
確
か
め
ら
れ
る
も
の
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

な
お
、
５．
の
歌
は

「
我
百
首
」
収
録
本
文

「〓
ｏ∽り，
】す
●
に
似
た
る
女
に
憐
を
乞
は
せ
な
ば
さ
ぞ
快
か
ら
む
」
に
対
し
、

『国
民
新
聞
』
掲
載
歌
は

「
メ
ッ
サ
リ
ナ
に
ま
さ
る

女
に
憐
を
乞
は
せ
な
ば
さ
ぞ
快
か
ら
む
」
と
若
干
の
異
同
が
見
ら
れ
る
。

本
百
首
歌
の
構
成
に
関
し
て
は
、
た
と
え
ば
小
堀
桂

一
郎
氏
の

「
敢
て
言
へ
ば
、
こ
れ
ら
は
互
に
何
の
脈
絡
も
順
序
も
な
し
に
、
唯
雑
然
と

取
り
集
め
た
百
首
な
の
で
あ
つ
て
、
従
つ
て
必
ず
し
も
配
列
の
順
を
追
う
て
読
む
こ
と
を
要
せ
な
い
も
の
で
あ
る
」
翁
森
鴎
外

文
業
解
題
』∧
岩

波
書
店
∨
）
と
い
う
意
見
も
あ
る
わ
け
だ
が
、
右
の
表
を
見
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、　
鴎
外
は
か
な
り
意
識
的
に
こ
れ
ら
百
首
歌
の
構
成
を
考
え

て
い
る
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
て
百
首
の
構
成
を
振
り
返

っ
て
み
る
時
、注
意
す
べ
き
と
思
わ
れ
る
の
は
１２
の
歌
の
存
在
だ
。
す
な
わ
ち
こ
の
歌
は
明
治

四
十
二
年
二
月
二
十

一
日
に
開
か
れ
た
第
二
十
回
の
常
磐
会
の
席
上
に
お
け
る
詠
草
な
の
で
（緋
が
。
「
我
百
首
」
中
に

「常
磐
会
詠
草
」
が
含
ま

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
こ
の
こ
と
は
鴎
外
の
歌
に
つ
い
て
考
え
る
際
に
、　
一
つ
の
重
要
な
問
題
を
提
起
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

四

周
知
の
よ
う
に
鴎
外
は
、
明
治
三
十
九
年
六
月
か
ら
、
賀
古
鶴
所

。
小
出
簗

。
大
口
鯛
二

・
井
上
通
泰
ら
と
と
も
に
山
県
有
朋
を
中
心
と
す

る
歌
会
、
常
磐
会
に
出
席
し
て
い
た
。
そ
し
て
そ
れ
と
並
行
的
に
、
明
治
四
十
年
三
月
か
ら
、新
詩
社
の
与
謝
野
鉄
幹
、
ア
ラ
ラ
ギ
の
伊
藤
左
千

夫
、
竹
柏
会
の
佐
々
木
信
綱
ら
そ
れ
ぞ
れ
派
を
異
に
す
る
歌
人
を
自
宅
に
一
同
に
集
め
、
さ
ら
に
着
手
の
歌
人
た
ち
を
も
参
集
さ
せ
て
観
潮
楼

84 83 82 81

88 87 86 85

92 91 90 89

96 95 94 93

10 99 98 97



歌
会
と
称
す
る
歌
会
を
催
し
て
も
い
厖
℃

「我
百
首
」
が
こ
の
観
潮
楼
歌
会
の

「
隆
盛
時
代
」
の
産
物
で
あ
る
こ
と
は
先
に
見
た
「
沙
羅
の
木
』

序
文
」
が
伝
え
る
通
り
で
あ
る
。

そ
し
て
、
同
時
期
に
こ
の
よ
う
な
性
質
を
異
に
す
る
常
磐
会
、
観
潮
楼
歌
会
に
同
時
に
鴎
外
が
参
加
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
従
来
、
そ
こ
で

詠
ま
れ
た
歌
に
関
し
て

「前
者
で
は
桂
園
風
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
者
で
は
思
想
的
象
徴
風
と
い
う
二
重
性
が
指
摘
さ
れ
る
」
（古
川
清
彦
「鴎
外

と
近
代
短
歌
」
『森
鴎
外
必
携
』∧
学
燈
社
∨
）
と
さ
れ
て
き
て
い
る
。
特
に
こ
の
二
重
性
を
鋭
く
指
摘
し
た
の
が
、
勝
本
清

一
郎
氏
で
あ

っ
た
。

氏
は
、

「
我
百
首
」
中
の

１
斑
駒
の
骸
を
は
た
と
弛
ち
ぬ

〇
ぞ
ヨ

，
あ
な
る
神
の
ま
と
ゐ
に

７４
勲
章
は
時
々
の
恐
怖
に
代

へ
た
る
と
日
々
の
消
化
に
代

へ
た
る
と
あ
り

の
二
首
と

「常
磐
会
詠
草
」
中
の

あ
さ
ま
だ
き
お
き
わ
か
れ
ゆ
く
風
流
士
が
指
貫
そ
ば
つ
庭
の
し
ら
つ
ゆ

ま
ら
う
ど
は
手
水
ま
ゐ
り
て
鉢
前
の
南
天
を
ま
づ
は
め
ま
し
し
か
な

と
い
う
二
首
を
引
用
し
た
上
で
、

「
同
じ
時
期
に
こ
う
い
う
風
に
歌
調
も
内
容
も
う
た
い
分
け
る
こ
と
は
、
他
の
歌
人
に
と
っ
て
は
、
深
刻

な
良
心
上
の
問
題
と
な
る
。
遊
び
だ
か
ら
と
い
う
弁
解
で
は
納
得
し
が
た
い
。

『
ま
ら
う
ど
』

に
対
し
て
帯
間
的
で
さ
え
あ

る
」
と

し
、
そ

こ
に

「
露
骨
に
分
裂
し
て
ゐ
る
彼
の
二
重
性
」
を
見
て
取

っ
て
い
る
の
だ
。　
∩
近
代
日
本
文
学
の
把
握
」
初
出

『新
日
本
文
学
』
「

・
１
『近
代
文
学

ノ
ー
ト
ー
』
∧
み
す
ず
書
房
∨
所
収
）

こ
の
氏
の
説
は
、
そ
の
後

「
こ
れ
は
正
し
い
」
と
す
る
唐
木
順
三
氏
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
唐
木
氏
は
さ
ら
に

一
歩

を
進

め
て

「常
磐
会
詠
草
式
の
歌
を
歌
と
し
た
鴎
外
に
は

『
我
百
首
』

は
歌
に
あ
ら
ざ
る
歌
、　
即
興
で
あ
つ
た
」
翁
森
鴎
外
』
∧
世
界
評
論
社
∨
）
と

さ
れ
る
わ
け
だ
が
、
は
た
し
て
鴎
外
に
と
っ
て
、
こ
う
し
た
先
学
の
指
摘
す
る

″歌
の
二
重
性
″
と
い
う
こ
と
は
意
識
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う

か
。
さ
ら
に
は
常
磐
会
詠
草
式
の
歌
を
歌
と
し
、

「
我
百
首
」
の
歌
は
歌
に
あ
ら
ざ
る
歌
な
ど
と
い
う
意
識
が
彼
に
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。

鶴
外
詩
歌
考
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五
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な
る
ほ
ど
、
常
磐
会
詠
草
の
歌
に
古
典
的
な
歌
風

（
い
わ
ゆ
る
桂
園
派
）
の
歌
が
多
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
そ
う
い
う
歌
ば
か
り

が
常
磐
会
で
詠
ま
れ
た
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
た
と
え
ば
試
み
に
常
磐
会
詠
草
の
中
か
ら
拾

っ
て
み
る
な
ら
ば
、

故
郷
薄

（明
３９

・
・０

・
２８
）

折
れ
の
こ
る
コ
リ
ン
ト
が
た
の
石
柱
す
す
き
の
な
か
に
自
く
か
が
よ
ふ

恋

（明
Ю

。
１

・
”
）

ま
こ
と
と
も
あ
だ
ご
こ
ろ
と
も
我
と
わ
が
い
ま
だ
わ
か
ぬ
に
絶
え
し
恋
か
な

石

（明
４０

．
８

ｏ
ｌ８
）

う
き
事
の
あ
ま
り
し
げ
さ
に
我
心
石
に
な
れ
と
も
お
も
ひ
け
る
か
な

車

（明
４２

・
１

・
２４
）

札
を
売
る
少
女
に
問
ひ
ぬ
う
さ
知
ら
ぬ
国
へ
載
せ
ゆ
く
車
無
し
や
と

な
ど
と
い
う
歌
も
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は

「
我
百
首
」
に
入
っ
て
い
た
と
し
て
も
お
か
し
く
な
い
の
で
は
な
い
か
。

ま
た
逆
に
、
現

「
我
百
首
」
中
で
、
先
の
１２
の
歌
の
前
に
配
置
さ
れ
て
い
る
、

９
或
る
朝
け
翼
を
伸
べ
て
目
に
あ
ま
る
機
を
掩
ふ
大
き
白
鳥

１０
雪
の
あ
と
東
京
と
い
ふ
大
沼
の
上
に
雨
ふ
る
鼠
色
の
日

ｎ
突
き
立
ち
て
御
濠
の
岸
の
霧
ご
め
に
枯
柳
切
る
伴
経
の
人

等
の
歌
は
、
常
磐
会
詠
草
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
１２
の
歌

（「
大
池
の
鴨
の
む
ら
鳥
朝
日
さ
す
岸
に
上
り
て

一
列
に
ゐ
る
し

の
世
界
に
極

め
て
近
い
と
い
え
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

以
上
の
よ
う
な
点
か
ら
考
え
て
も
、
わ
た
く
し
は
鴎
外
の
意
識
の
中
で
、
歌
が
裁
然
と
二
種
類
に
分
か
れ
て
い
た
と
は
思
え
な

い
の
で
あ

る
。
鴎
外
の
内
部
で
二
重
性
が
明
確
に
意
識
さ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
常
磐
会
詠
草
の
歌
を
、
平
気
で

「
我
百
首
」
の
中
に
入
れ
る
と
い
う
無



神
経
さ
は
納
得
が
い
く
ま
い
。
そ
れ
を
平
気
で
や
っ
て
の
け
る
と
こ
ろ
に
、
鴎
外
の
、
歌
に
対
す
る
、
窮
屈
で
な
い
、
自
由
な
意
識
を
見
て
取

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
い
い
か
え
れ
ば
、
鴎
外
の
歌
に
対
す
る
意
識
は
、
も
っ
と
ゆ
る
や
か
な
も
の
で
あ

っ
た
の
で
は
な
い

か
。
平
山
城
児
氏
に
、

「鴎
外
は

『
追
難
』
の
中
で

『
小
説
と
い
ふ
も
の
は
何
を
ど
ん
な
風
に
書
い
て
も
好
い
も
の
だ
』
と
い
い
、
無
造
作
に

そ
れ
を
実
行
に
移
し
て
も
い
た
。　
こ
の
言
葉
は
そ
の
ま
ま
鴎
外
の
短
歌
に
も
あ
て
は
ま
る
」
∩
『奈
良
五
十
首
』
の
意
味
」
前
掲
書
所
収
）
と

い
う

指
摘
が
あ
る
が
、
そ
う
し
た
と
ら
わ
れ
の
な
さ
こ
そ
鴎
外
の
歌
の
特
色
と
い
え
よ
う
。
し
た
が

っ
て
、
少
な
く
も

「
『我
百
首
』
は
、
（略
）観

潮
楼
歌
会
で
の
歌
、
即
ち
仲
間
同
志
の
水
入
ら
ず
の
会
合
で
の
歌
で
あ
つ
た
」
（前
掲

『森
鴎
外
し

と
い
う
唐
木
氏
の
指
摘
は
訂
正
さ
れ
ね
ば
な

ら
な
い
。

ま
た
こ
れ
は
後
年
の
追
想
に
な
る
の
だ
が
、
正
宗
敦
夫
の
伝
え
る
次
の
鴎
外
の
姿
も
、
鴎
外
の
歌
に
対
す
る
意
識
を
う
か
が
う
上
で
見
逃
せ

な
い
。

「歌
の
お
話
で
は
、

『歌
は
ど
う
も
人
が
直
し
て
く
れ
て
も
歌
が
ら
は
よ
く
な
つ
て
も
、
自
分
の
気
に
入
ら
ぬ
点
が
出
来
て
困
る
。
近
頃

常
磐
会
の
戸
と
い
ふ
題
で
、

あ
ら
た
よ
に
戸
ひ
と
つ
あ
け
て
出
で
む
と
は
思
は
ず
な
り
ぬ
老
い
に
け
ら
し
な

と
詠
ん
だ
。
新
主
義
新
主
張
も
今
は
も
う
覗
い
て
見
る
気
に
も
な
ら
ぬ
や
う
に
な
つ
た
と
云
ふ
事
を
詠
ん
で
見
た
の
だ
が
、
そ
れ
を
初
二
を

『
わ
れ
も
世
に
し
ば
の
戸

（或
は

『
し
を
り
戸
』
と
云
は
れ
し
か
）
あ
け
て
』

（
こ
の
改
作
は
今
記
憶
が
不
明
で
あ
る
か
ら
誤
が
有
る
か
も

知
れ
ぬ
。
否
多
分
誤
つ
て
居
る
で
有
ら
う
。）

と
改
め
ら
れ
た
が
、　
こ
れ
で
は
僕
の
言
は
う
と
欲
し
た
新
主
義
新
主
張
を
窺
ふ
云
々
の
点
が

現
は
れ
ぬ
か
ら
困
る

（略
こ

と
し
み
じ
み
お
話
に
な
つ
た
。」

（「高
湛
先
生
と
私
」
『明
星
』
大
Ｈ
・
９
）

「新
主
義
新
主
張
を
窺
ふ
云
々
」
の
意
を
詠
み
込
も
う
と
い
う
の
は
、
や
は
り
従
来
の
桂
園
派
の
歌
の
世
界
を
は
み
出
す
も
の
で
あ
る
に
違

い
な
い
。
そ
れ
を
常
磐
会
の

「
戸
」
と
い
う
題
で
詠
も
う
と
鴎
外
は
し
て
い
る
わ
け
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
う
し
た
こ
と
が
、
鴎
外
が
歌
を

詠
む
際
の
一
貫
し
た
姿
勢
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

鴎
外
詩
歌
考
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三
八

も
ち
ろ
ん
歌
を
詠
む

″
場
″
へ
の
意
識
が
鴎
外
に
な
か
っ
た
と
は
思
え
な
い
。
当
然
そ
れ
は
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
が
、
し
か

し
、
そ
れ
は
歌
の
二
重
性
と
い
う
こ
と
と
は
違
う
と
わ
た
く
し
は
考
え
る
。
む
し
ろ
常
磐
会
で
あ
っ
て
も
、
観
潮
楼
歌
会
で
あ

っ
て
も
、
鴎
外

の
自
由
な
作
歌
の
姿
は

一
貫
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
し
て
彼
が
こ
の

「
我
百
首
」
で
目
ざ
し
た
も
の
は
、

旧
来
の
歌
の
世
界
に
あ
る
狭
い
殻
を
打
ち
破
り
、
そ
こ
に

「
あ
ら
た
な
る
性
命
を
嘘
き
入
れ
」
ん
と
す
る
こ
と
に
は
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
た
め
に
、
彼
は
こ
こ
で
従
来
の
旧
派
も
新
派
も
と
り
込
ん
だ
新
生
面
を
、
さ
ま
ス
ヽ
な
試
み
に
よ
っ
て
展
開
し
よ
う
と

し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
う
し
た
鴎
外
に
と
っ
て

「
『我
百
首
』
は
歌
に
あ
ら
ざ
る
歌
」

で
あ

っ
た
な
ど
と
は
、　
わ
た
く
し
に

は
思
え
な
い
の
だ
。

五

そ
れ
で
は
、
こ
の

「
我
百
首
」
の
世
界
は
、
ど
の
よ
う
な
内
容
を
持
つ
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

か
つ
て

「
我
百
首
」
の
構
成
に
つ
い
て
の
検
討
を
さ
れ
た
平
山
城
児
氏
は
、　
フ
」
れ
ら
百
首
全
体
を
隅
々
ま
で
理
解
し
、
し
か
も
、
百
首
の

配
列
の
意
味
あ
い
を
正
確
に
把
握
す
る
と
い
う
の
は
、
非
常
に
困
難
な
こ
と
で
は
な
い
か
」
（前
掲

「
『
我
百
首
』
の
構
成
し

と
さ
れ
た
。
た

し
か
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
色
合
い
を
も
つ
、
こ
の
百
首
全
体
の
関
連
性
を
考
え
た
上
で
の
内
容
把
握
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
た
だ
作
歌
の
意

図
に
関
し
て
は
、

「先
頃
我
百
首
の
中
で
、
少
し
リ
ル
ケ
の
心
持
で
作
つ
て
見
よ
う
と
し
た
処
が
、
ひ
ど
く
人
に
馬
鹿
に
せ
ら
れ
ま
し
た
よ
」

と
い
う
鴎
外
自
身
の
発
言
が
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
「
我
百
首
」
発
表
か
ら
五
カ
月
後
、　
明
治
四
十
二
年
十
月
に
翻
訳
発
表
さ
れ
た
リ

ル
ケ
の
戯
曲

「家
常
茶
飯
」
に
、
附
録
と
し
て
つ
け
ら
れ
た

「
現
代
思
想
」
中
の
、
こ
の
有
名
な
発
言
に
ひ
っ
か
か
り
直
す
こ
と
か
ら
、
わ
た

く
し
も
ま
た

「
我
百
首
」
の
内
容
に
踏
み
込
ん
で
い
っ
て
み
た
い
。

と
こ
ろ
で
、
右
の

「
リ
ル
ケ
の
心
持
で
作
つ
て
見
よ
う
と
し
た
」
と
い
う
鴎
外
発
言
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
比
較
的
軽
く
見
ら
れ
て
き
て



い
る
よ
う
に
思
う
。

た
と
え
ば
石
川
淳
は
、
「
リ
ル
ケ
の
心
持
で
』
と
は
西
欧
の
近
代
抒
情
詩
の
精
神
で
と
い
ふ
意
で
あ
ら
う
」
（前
掲
書
）
と
い
う
に
過
ぎ

な

い
し
、
小
堀
桂

一
郎
氏
も

「
こ
の
∧
リ
ル
ケ
の
心
持
で
作
つ
た
∨
と
い
ふ
の
が
何
れ
の
作
を
指
す
の
か
は
分
明
で
な
く
」

（前
掲
書
）
と
さ
れ

る
。
さ
ら
に

「詩
集

『沙
羅
の
木
』
に
つ
い
て
」
と
い
う
論
考
で
、『沙
羅
の
木
』
に
つ
い
て
の
詳
細
な
検
討
を
さ
れ
た
富
士
川
英
郎
氏
も
、
こ

の
こ
と
に
関
し
て
は

「
…
…
と
い
う
よ
う
な
歌
に
見
ら
れ
る
比
喩
や
象
徴
の
手
法
に
、
リ
ル
ケ
の
初
期
の
詩
な
ど
か
ら
来
た
ら
し
く
思
わ
れ
る

も
の
が
あ
る
は
か
に
は
、
少
く
と
も
表
面
に
は
あ
ま
り
は
っ
き
り
出
て
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
も
う
少
し
範
囲
を
ひ
ろ
げ
て
西
洋
象
徴
詩
、
乃

至
は
近
代
詩
の
影
響
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
ま
さ
し
く
こ
の

『
我
百
首
』
は
意
識
的
に
そ
う
い
う
西
洋
詩
の
影
響
を
う
け
い
れ
て
、
そ
う
い

う
西
洋
詩
の

『
心
持
』
で
作
ら
れ
た
も
の
に
相
違
な
い
の
で
あ
る
」
Ｑ
西
東
詩
話
』
∧
玉
川
大
学
出
版
部
∨
）
と
し
て
い
る
し
、　
高
安
国
世
氏
も

ま
た

「
ど
う
い
う
点
を
も
っ
て
リ
ル
ケ
と
の
類
縁
を
言
っ
た
の
か
は
今
日
こ
れ
ら
の
短
詩
を
読
む
も
の
に
と
っ
て
は
ほ
と
ん
ど
不
解

で
あ

る

が
…
」
翁
日
本
に
お
け
る
リ
ル
ケ
」
『
わ
が
リ
ル
ケ
』
∧
新
潮
社
∨
所
収
）
と
さ
れ
る
わ
け
な
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
鴎
外
自
身
の
発
言
は
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
リ
ル
ケ
と
の
類
縁
は
は
っ
き
り
し
な
い
と

一
蹴
さ
れ
る
か
、
も
う
少
し
範
囲
を
広
げ
て

西
洋
近
代
詩
の
影
響
が
あ
る
く
ら
い
に
解
釈
さ
れ
て
き
て
い
る
よ
う
な
の
で
あ
る
。
が
、
し
か
し
、
も
し
そ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
、
鴎

外
は
わ
ざ
わ
ざ
リ
ル
ケ
の
名
を
出
す
ま
で
も
な
い
わ
け
で
あ
り
、
や
は
り
鴎
外
が

「
リ
ル
ケ
の
心
持
で
」
と
い
っ
た
点
を
、
も
う
少
し
重
視
す

べ
き
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

と
こ
ろ
で
右
の
鴎
外
発
言
を
含
む

「
現
代
思
想
」
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
明
治
四
十
二
年
十
月
の

『
太
陽
』
誌
上
に
掲
載
さ
耀
肥
も
の
な
の

だ
が
、
こ
の
対
話
形
式
か
ら
成
る
文
章
中
に
お
い
て
、
鴎
外
は
当
時
日
本
に
於
い
て
全
く
の
無
名
で
あ

っ
た
リ
ル
ケ
の
紹
介
と
、
作
品

「家
常

茶
飯
」
中
に
う
か
が
え
る
思
想
―

″因
襲
の
外
の
関
係
″
―
に
つ
い
て
の
考
え
を
手
際
よ
く
ま
と
め
て
い
る
。
さ
ら
に
本
文
の
末
尾
に
は

「
ラ

イ
ネ
ル
・
マ
リ
ア

・
リ
ル
ケ
著
作
目
録
」
を
掲
げ
、

「
参
照
書
類
」
ま
で
も
紹
介
し
て
お
り
、
鴎
外
の
リ
ル
ケ
に
対
す
る
傾
倒
ぶ
り
、
そ
の
勉

強
ぶ
り
を
う
か
が
わ
し
め
る
。

鴎
外
詩
歌
考
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一二
九



四
〇

が
、
そ
う
し
た
彼
の
リ
ル
ケ
ヘ
の
傾
倒
は
間
違
い
な
い
に
し
て
も
、
実
は
こ
の

「
現
代
思
想
」
執
筆
の
裏
に
は
、
い
わ
ば
執
筆
の
手
引
書
と

も
い
う
べ
き
も
の
の
存
在
が
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
鴎
外
自
身

「
参
照
書
類
」
の
中
に
紹
介
し
、
か
つ
現
在
東
京
大
学
図
書
館
鴎
外
文
庫

に
所
蔵
さ
れ
て
い
る

「
『①
や
”０

，
く
ｏ
●
Ｏ
ｏ
も
の
Ｆ
・”
８
ユ
Ｆ
ｏ
〓
∽〓

著
の

へ
”
”
ョ
ｑ

〓
曽
ご

”
【昇
Φ
ヾ
（
一
九
〇
七
、
七
刊
）
な
る
書
物
だ
。

本
稿
末
尾
に
掲
げ
た
∧
資
料
Ａ
∨
は
、
現
在
岩
波
新
版
全
集
第
五
巻
に
収
録
さ
れ
て
い
る

「
現
代
思
想
」
の
末
尾
に
あ
る
リ
ル
ケ
の
著
作
目

録
、
並
び
に
参
照
書
類
で
あ
る
。
こ
れ
は
全
集
後
記
に
よ
れ
ば

『
続

一
幕
物
』
（明
４３
・
１
ヽ
易
風
社
刊
）
収
録
の
も
の
が
定
本
に
な
っ
て
い
る
。

そ
し
て
そ
れ
は
、
初
出

『
太
陽
』
掲
載
時
の
も
の
に
加
筆
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

（　
）
で
括

っ
た
部
分
は
、
初
出
時
に
は
な
か

っ
た
も
の
な
の
だ
。
し
た
が
っ
て

（　
）
の
部
分
を
取
り
除
け
ば
、
初
出

『
太
陽
』
掲
載
時
の
形
が
出
て
く
る
。
そ
の
上
で
本
稿
末
尾
に
∧
資

料
Ｂ
∨
と
し
て
紹
介
し
た

Ｒ
”
”
〓
ｑ

〓
鶴
ご

”
”昇
①
、
の
開
巻

一
頁
日
と
見
比
べ
て
み
た
い
。

こ
の
二
つ
を
対
照
し
て
見
る
な
ら
ば
、　
鴎
外
の
紹
介
し
た
も
の
が
参
照
書
類
に
至
る
ま
で
　
〇
●
●
ｏ
Ｆ
・”
８
ユ
Ｆ
ｏ
■
∽〓

著
書
に
び
っ
た
り

一
致
す
る
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
鴎
外
は

口
【①
●
パ
の
く

に
始
ま
る
参
照
書
類
を
紹
介
し
て
は
い
る
が
、
鴎
外
文
庫
に
見
当
ら
な
い
こ
と

か
ら
考
え
て
も
、
お
そ
ら
く
彼
は
そ
れ
ら
の
書
類
に
直
接
目
を
通
し
て
は
い
ま
い
。

と
は
い
っ
て
も
、
こ
の
こ
と
は
鴎
外
の
リ
ル
ケ
に
対
す
る
勉
強
が
お
ざ
な
り
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
と
は
違
う
。
現
鴎
外
文
庫
蔵
の
リ
ル
ケ

著
書
を
見
て
も
、
彼
が
熱
心
に
リ
ル
ケ
を
学
ん
で
い
る
こ
と
は
十
分
に
う
か
が
え
る
。
た
だ
、
中
に
多
く
の
鴎
外
書
き
込
み
を
持
ち
、
彼
の
勉

強
の
跡
を
如
実
に
物
語
る
本
書
が
、
鴎
外
に
と
っ
て
の
リ
ル
ケ
文
学

へ
の
入
門
書
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
思
わ

れ
る
の
だ
。

こ
う
し
た
手
引
書
の
助
け
を
借
り
て
、
鴎
外
は
簡
潔
に
要
領
よ
く
リ
ル
ケ
を

「
現
代
思
想
」

一
篇
の
中
に
紹
介
す
る
。

た
と
え
ば

「現
代
思
想
」
の
中
で
は
、
リ
ル
ケ
は
次
の
よ
う
に
紹
介
さ
れ
て
い
た
。

「
八
つ
の
橋
を
モ
ル
ダ
ウ
河
に
渡
し
て
両
岸
に
跨
が
つ
て
ゐ
る
プ
ラ
ハ
の
都
府
で
、
幾
百
年
か
の
旧
慣
に
縛
ら
れ
て
ゐ
る
貴
族
の
家
に
、

千
八
百
七
十
五
年
十
二
月
の
九
日
に
生
れ
た
と
い
ふ
こ
と
で
す
。
そ
れ
で
す
か
ら
、
今
年
の
十
二
月
で
満
三
十
三
年
に
な
る
。
私
な
ん
ぞ
よ



り
は
殆
ど
二
十
年
も
若
い
。
倅
に
持
つ
て
も
好
い
や
う
な
男
で
す
。
家
は
ケ
ル
ン
テ
ン
に
代
々
土
着
し
て
ゐ
た
と
い
ふ
こ
と
で
す
。
詩
の
中

で
、
『森
の
な
か
な
る
七
つ
の
城
に
、
三
枝
に
花
を
咲
か
せ
た
』
家
だ
と
い
つ
て
ゐ
ま
す
。
」

右
に
引
用
さ
れ
て
い
る
詩
は
、

『
形
象
詩
集
』
（Ｒ
∪
器

”
●
ｏ

，
Ｏ
ｑ

”
】【Ｑ
ｑ
こ
）
中
の

「
最
後
の
人
」

（∪
∪
”

ｒ
”
↓
Ｎ
↓
”
）
の

一
節
で
あ

る
。
こ
れ
は

一
見

「
形
象
詩
集
」

を
読
破
し
た
上
で
の
発
言
に
見
え
る
が
、　
実
は
そ
の
詩
の

一
節
の
引
用
を
も
含
め
て
、
左
記
の
　
，
”
”
Ｆ
ｑ

〓
鶴
ｒ

”
い昇
①
、
中
の
叙
述
を
下
敷
き
に
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

”
”
】●
ｏ
【　
一７
［”
【
””
　
男
〓
】澪
ｏ
　
ｌ
●
『Ｏ
ｏ
　

，
日
　
Φ
・　
同
）の
い
ｏ
ヨ
ぴ
ｏ
『
【∞
『０
い●
　
「
ギ
”
∞
　
∞
Φ
げ
Ｏ
『Ｏ
●
　
●
●
Ｑ
　
・∞
①

，
０
【
一　
①
一目
の
日
ｐ　
ｒ
『”
】一０
ロ
　
パ
餌
『
目
一ｒ
”
Φ
『

＞
Ｏ
①
【∽”
①
∽
ｏ
Ｆ
【０
０
Ｆ
一
”
●
・　
●
Ｌ
一
Ｏ
①
∽∽〇
●
　
ど
、ｏ
『”
”
●
”
Φ
口
す
０
一一
の
【
∽
いｏ

，
∽
一〇
いの
日．●
一ぃ０
』ｏ
目
】
Ｎ
〓
∽”
口
〓
づ
０
●
ｒ
”
目
的
”
の
喘
饉

，
い一
ｒ
”
一
・　
ｖ
プ
【
”一

０
『
〇
”　
Ｎ
“
ｏヽ
い∞
ｏ
●
Ａ　
ｒ
”
一　
∽
①
”●
０

，①
∽０

，
いｏ
Ｏ

，
一　
ヽ
∞
ｏ
び
】饉
ｒ
”
”
〓
』
∽
一ｏ
び
の
コ
∽
０

，
日０
∽
∽Φ
【
●
　
”ｂｐ
ｄ
く
”
【Ｑ
へ

。

鴎
外
蔵
本
に
は
右
の

一
行
日

「
〓

”
轟
”
」
の
右
上
の
部
分
に

「
３３
」
な
る
鴎
外

の
鉛
筆
書
き
入
れ
が
残
さ
れ
て
お
り

「
そ
れ
で
す
か
ら
、

今
年
の
十
二
月
で
満
三
十
三
年
に
な
る
」
と
い
う
こ
と
を
鴎
外
自
身
が
確
認
し
た
あ
と
を
ほ
う
ふ
つ
と
さ
せ
る
。

こ
と
は
ど
さ
よ
う
に
、
鴎
外
は
こ
の

「
い

く
〇
●
〇
●
も
の
Ｆ
・”
８
ュ
澪
ｏ
く
∽
巨

の

へ
”
”
ョ
Ｒ

〓
賛
ご

”
”昇
ヽ

な
る
書
物
か
ら
、
リ
ル
ケ

並
び
に
リ
ル
ケ
文
学
に
つ
い
て
学
ん
で
お
り
、
彼
の
リ
ル
ケ
に
対
す
る
関
心
は
、
本
書
を
通
じ
て
高
め
ら
れ
て
い
っ
た
も
の
と
思

わ

れ

る

の

だ
。
し
か
る
に
こ
の
書
物
を
、
鴎
外
は
、
お
そ
ら
く
は
明
治
四
十

一
年
の
末
か
ら
四
十
二
年
初
め
に
か
け
て
の
時
期
に
読
ん
だ
の
で
は
な
い
か

と
推
定
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。

と
い
う
の
は
次
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
。

す
な
わ
ち
、
本
書
の
刊
行
は
先
に
も
記
し
た
通
り

一
九
〇
七

（
明
４０
）
年
七
月
で
あ
る
。
そ
し
て
少
な
く
も
明
治
四
十
二
年
九

月

三

日

の

「
現
代
思
想
」
執
筆
時
ま
で
に
は
、
鴎
外
は
本
書
を
読
ん
で
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
る
に
本
書
に
は
、
二
〇
〇
頁
二
十
二
行
日
に

「
１２

／
・２
」
の
鴎
外
書
き
入
れ
が
あ
り
、
さ
ら
に
二
〇
四
頁
二
十
行
日
に
は

「
１
／
１３
」
の
や
は
り
鴎
外
書
き
入
れ
が
見
ら
れ
る
わ
け

な

の

で
あ

る
。
そ
こ
で
本
書
刊
行
日
と

「
現
代
思
想
」
執
筆
時
と
を
考
慮
に
入
れ
な
が
ら
こ
れ
ら
の
日
付
を
確
定
せ
ん
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
は
、
明

鴎
外
詩
歌
考
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一



四
二

治
四
十
年
の

「
１２
／
・２
」
と
四
十

一
年
の

「
１
／
１３
」
の
こ
と
で
あ
る
か

（す
な
わ
ち
四
十
年
末
か
ら
四
十

一
年
初
）
、
あ
る
い
は
明
治
四
十

一
年
の

「
１２
／
・２
」
と
四
十
二
年
の

「
１
／
１３
」
の
こ
と
で
あ
る
か

（す
な
わ
ち
四
十

一
年
末
か
ら
四
十
二
年
初
）
の
い
ず
れ
か
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
明
治
四
十

一
年
の
初
め
に
は
、
鴎
外
は
と
て
も
本
書
を
読
め
る
状
況
に
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

現
在
残
さ
れ
て
い
る
鴎
外
日
記
は
、

「独
逸
日
記
」
等
若
年
の
も
の
や

「
小
倉
日
記
」
を
除
け
ば
、
明
治
四
十

一
年
以
後
の
も
の
で
あ
る
わ

け
だ
が
、
そ
の
明
治
四
十

一
年

一
月
十
日
の

「
鴎
外
日
記
」
は

「
弟
篤
次
郎
耳
科
院
に
歿
す
」
と
実
弟
篤
次
郎
の
死
を
伝
え
て
い
る
。
関
西
方

面
の
出
張
を
終
え
て
帰
京
し
た
鴎
外
を
悲
し
い
で
き
事
が
待

っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
さ
ら
に
傷
心
の
鴎
外
に
追
い
討
ち
を
か
け
る
よ
う
に
、

次
男
不
律
、
長
女
茉
莉
が
相
前
後
し
て
発
病
、
茉
莉
は
何
と
か
命
を
と
り
と
め
る
も
の
の
、
そ
の
百
日
咳
の
た
め
に
不
律
は
看
病
の
甲
斐
な
く

他
界
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
れ
ま
た
悲
痛
な
で
き
事
が
彼
を
襲
う
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
、
鴎
外
に
と
っ
て
大
変
つ
ら
い
事
件
が
明
治
四
十

一
年
初
頭
、
相
つ
い
で
彼
の
身
辺
に
起
こ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
状
況
の
中
に
あ

っ
て
は
、
い
か
に
鴎
外
と
い
え
ど
も
、
リ
ル
ケ
を
学
ぶ
ど
こ
ろ
で
は
あ
る
ま
い
。
し
た
が
っ
て
、
本
書
中
に
見
ら

れ
る

「
１２
／
・２
」
お
よ
び

「
１
／
１３
」
の
日
付
書
き
込
み
は
、
そ
れ
ぞ
れ
明
治

四
十

一
年
の

「
１２
／
・２
」
ヽ
そ
し
て
明
治
四
十
二
年
の

「
１
／

・３
」
で
あ
る
と
確
定
し
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
の
だ
。
つ
ま
り
繰
り
返
せ
ば
、
鴎
外
は
本
書
を
、
明
治
四
十

一
年
末
か
ら
四
十
二
年
初
め
に
か
け

て
読
ん
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

と
す
る
な
ら
ば
、
本
稿

「
三
」
章
で
述
べ
た

「我
百
首
」
中
の
歌
々
の
制
作
日
付
と
の
関
わ
り
が
問
題
と
な
っ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
鴎
外
が

本
書
に
よ
っ
て
リ
ル
ケ
を
学
び
傾
倒
し
、
彼
の
文
学
に
対
す
る
関
心
を
高
め
て
い
く
、
ま
さ
に
そ
の
時
期
に
重
な
る
よ
う
に
し
て
↓
我
百
首
」

の
歌
々
は
詠
ま
れ
て
い
っ
た
こ
と
に
な
る
の
だ
。

鴎
外
が

「
リ
ル
ケ
の
心
持
で
作
つ
て
見
よ
う
と
し
た
」
の
は
ゆ
え
な
し
と
し
な
い
。
し
た
が

っ
て
、
先
の
鴎
外
の
発
言
は
、
も

っ
と
正
直
に

額
面
通
り
に
受
け
取
る
べ
き
も
の
な
の
で
は
な
い
の
か
。



六

話
を
も
と
Ｌ
戻
し
て
、
鴎
外
の

「
リ
ル
ケ
の
心
持
で
作
つ
て
見
よ
う
と
し
た
」
と
い
う
発
言
を
正
直
に
受
け
取
る
と
し
て
、
そ
れ
で
は
具
体

的
に
ど
う
い
う
形
で
そ
れ
が
作
品
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
次
に
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

こ
れ
ま
で
に
も

「
我
百
首
」
中
の
リ
ル
ケ
的
歌
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
部
分
的
に
指
摘
さ
れ
て
こ
な
い
で
は
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
前
述
し

た
富
士
川
英
郎
氏
は
１５

・
２８

・
３２

で
磁
ド
の
歌
を
そ
れ
と
し
て
あ
げ
て
い
る
し
、
ま
た
小
泉
浩

一
郎
氏
に
よ
っ
て
、

２８

埒
鰤

・）
３２
の
三
首
に
関

わ
る

「
…
…
の
よ
う
な
女
性
の
神
秘
的
な
瞳
の
描
写
は
リ
ル
ケ
文
学
の

『
愛
す
る
女
性
』
の
像
に
共
通
す
る
」
∩
鴎
外
と
リ
ル
ケ
」
『森
鴎
外
論

実
証
と
批
評
』
∧
明
治
書
院
∨
所
収
）
と
い
う
指
摘
も
な
さ
れ
て
い
る
。

（
注
１５
）

し
か
し
、
わ
た
く
し
は
今
、

「我
百
首
」
と
の
関
係
の
上
で
、
従
来
指
摘
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
リ
ル
ケ
の
初

期
短
編

集

『神
様
の
話
』

（へＯ
ｏ
Ｘ
〓
ｏ

，
お
●
く
ｏ
日

〓
①
ぴ
Φ
●
０
９
一ｖ
　
鴎
外
文
庫
所
蔵
）

一
巻
に
着
日
し
た
い
。
こ
の
物
語
は
、　
鴎
外
に
よ
っ
て

「
現
代
思
想
」
の
中

で
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
も
の
だ
。

「尤
も

『
可
哀
い
神
様
の
事
』
と
い
ふ
方
は
、
切
れ
て
ゐ
て
続
い
て
ゐ
る
や
う
な
話
で
す
。
あ
ど
け
な
い
、
無
邪
気
な
、
そ
し
て
情
の
深
い

作
で
す
。
子
供
に
話
す
の
だ
と
い
ふ
こ
と
に
な
つ
て
ゐ
ま
す
が
、
若
し
子
供
に
小
説
が
書
け
た
ら
、
あ
ん
な
物
が
出
来
よ
う
か
と
思
ふ
程
で

す
。
日
本
な
ん
ぞ
で
あ
ん
な
物
を
書
い
た
ら
、
人
が
さ
ぞ
馬
鹿
に
す
る
こ
と
で
せ
う
。」

先
程
の

『
形
象
詩
集
』
の
一
節
の
場
合
と
は
違

っ
て
、

「
日
本
な
ん
ぞ
で
あ
ん
な
物
を
書
い
た
ら
、
人
が
さ
ぞ
馬
鹿
に
す
る
こ
と
で
せ
う
」

と
い
う
発
言
は
、
作
品
を
実
際
に
読
ん
だ
者
で
な
け
れ
ば
い
え
な
い
は
ず
で
あ
り
、
鴎
外
は
明
ら
か
に
こ
の

『神
様
の
話
』

一
篇
を
読
了
し
て

い
る
と
い
っ
て
い
い
。
し
か
も

「
あ
ど
け
な
い
、
無
邪
気
な
、
そ
し
て
情
の
深
い
作
」
と
い
う
評
は
、
鴎
外
の
本
作
品
に
対
す
る
肯
定
的
評
価

を
示
し
て
い
る
は
ず
だ
。
そ
し
て
、

「我
百
首
」
中
の
歌
の
い
く
つ
か
は
、
こ
の

『
神
様
の
話
』
中
の
描
写
を
押
さ
え
た
上

で
、　
そ

の

「
心

鴎
外
詩
歌
考
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三
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持
」
で
作

っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
確
認
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
小
泉
氏
が
指
摘
さ
れ
た
３．

．
３２
の
歌
に
引
き
続
く
３３
の
歌
、

「
彼
人
は
わ
が
目
の
う
ち
に
身
を
投
げ
て
死
に
た
ま
ひ
け
む
来
ま

さ
ず
な
り
ぬ
」
と
い
う

一
首
は
、
本
短
編
集
中
の
作
品
、

「
ヴ

ェ
ニ
ス
・
ユ
ダ
ヤ
人
街
の

一
風
景
」
中
の
、
次
の
部
分
の

「
心
持
」
に
ス
ト
ン

ー
ト
に
つ
な
が

っ
て
い
く
も
の
で
あ
る
に
違
い
な
い
。

「
マ
ル
カ
ン
ト

ニ
オ
さ
え
訪
ね
て
来
な
く
な
り
ま
し
た
。
で
も

エ
ス
タ
ァ
は
、
そ
れ
を
さ
し
て
淋
し
い
と
も
思
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
彼
女
は

マ
ル
カ
ン
ト

ニ
オ
と
二
人
き
り
で
お
っ
た
と
き
、
彼
を
大
き
な
目
で
じ

っ
と
見
つ
め
て
い
ま
し
た
の
で
、
彼
は
そ
の
と
き
も
う
、
自
分
の
黒

い
瞳
の
底
ふ
か
く
墜
落
し
て
死
ん
で
し
ま

っ
た
よ
う
に
思
い
ま
し
た
。
そ
し
て
今
彼
女
の
心
の
中
に
は
、
彼
が
生
前
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
し
て

信
じ
て
い
た
彼
の
永
生
が
始
ま

っ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
ま
し
た
。
若
い
肉
体
に
宿
る
こ
の
よ
う
な
感
情
を
い
だ
い
て
、
彼
女
は
終
日
屋
上

に
立

っ
て
海
を
も
と
め
ま
し
た
。」

（星
野
慎
「
訳
、

『世
界
文
学
全
集
Ⅲ
１
１４
リ
ル
ケ
／
ヤ
コ
ブ
セ
ン
』
∧
河
出
書
房
∨
、
以
下

『神
様
の
話
』
か
ら
の
引
用
は
す
べ
て
同
様
。　
な
お
文
中

傍
点
須
田
）

こ
の
３３
の
歌
の
前
後
に
歌
わ
れ
る

「
目
」
や

「
海
」
の
イ
メ
ー
ジ
も
、
ま
た
右
の
部
分
に
触
発
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
８４
か
ら
９．
に
か
け
て
の
歌
群
に
注
意
し
た
い
。
そ
れ
ら
は
こ
う
い
う
歌
で
あ
る
。

８４
仰
ぎ
見
て
思
ふ
と
こ
ろ
あ
り
走
の
春
に
向
ひ
て
開
け
る
窓
を

８５
何

一
つ
よ
く
は
見
ざ
り
き
生
を
踏
む
わ
が
足
あ
ま
り
健
な
れ
ば

８６
世
の
中
を
駈
け
め
ぐ
り
尋
ね
逢
ひ
ぬ
れ
ど
喘
止
ま
ね
ば
物
の
言
は
れ
ぬ

８７
十
字
鍬
買
ひ
て
帰
り
ぬ
い
づ
く
に
か
埋
れ
て
あ
ら
む
宝
を
堀
る
と

８８
狂
ほ
し
き
考
浮
ぶ
夜
の
町
に
ふ
と
燃
え
出
づ
る
火
事
の
ご
と
く
こ

８９
魔
女
わ
れ
を
老
人
に
し
て
髯
長
き
休
儒
の
ま
と
ゐ
の
真
中
に
落
す



∞
我
足
の
跡
か
と
ぞ
思
ふ
世
々
を
歴
て
踏
み
窪
め
た
る
石
の
き
ざ
は
し

９．
円
聾
の
凝
り
た
る
波
と
見
ゆ
る
野
に
夢
に
生
れ
て
夢
に
死
ぬ
る
民

右
の
８５
の
歌
に
関
し
て

「
こ
の
⑮
首
を
、
そ
の
ま
ま
鴎
外
の
心
境
と
す
る
の
は
問
題
も
あ
ろ
う
が
、
あ
ま
り
に
も
総
明
す
ぎ
た
鴎
外
の
、
ふ

と
洩
ら
し
た
感
慨
と
と
れ
な
い
こ
と
は
な
い
」

と
さ
れ
た
の
は
平
山
城
児
氏
だ
が

（前
掲

コ
我
百
首
』
の
構
成
し

、
た
し
か
に
右
の
一
連
の
歌

は
明
治
十
四
年
、
二
十
歳
の
若
さ
で
陸
軍
軍
医
と
し
て
の
道
を
歩
み
始
め
て
以
来
や
が
て
三
十
年
に
な
ら
ん
と
す
る
鴎
外
の
心
境
に
重
ね
て
読

み
取
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
よ
う
な
作
品
群
で
は
あ
る
。　
し
か
し
、　
こ
れ
ら
の
歌
こ
そ
、　
ま
さ
に
リ
ル
ケ
か
ら
の
影
響
が
顕
者
に
指
摘
で
き

る
、
い
わ
ば
リ
ル
ケ
歌
群
と
も
称
す
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。

ま
ず
８４
の
、
開
け
る
窓
際
に
物
思
い
に
ふ
け
る
憲
の
イ
メ
ー
ジ
は
、

『
神
様
の
話
』
中
の
次
の
描
写
に
重
な
る
。

「
近
所
に
、
も
う

一
人
、
友
が
い
る
。
金
髪
の
、
跛
の
男
で
、
冬
で
も
夏
で
も
、
年
じ
ゅ
う
椅
子
を
窓
際
に
す
り
よ
せ
て
い
る
。
非
常
に
若

く
見
え
る
男
で
熱
心
に
物
を
き
く
顔
な
ぞ
に
は
、
少
年
の
面
影
さ
え
宿

っ
て
い
る
。
が
、
老
け
こ
む
日
も
あ

っ
て
、
そ
う
い
う
と
き
に
は
、

一
分
は

一
年
の
よ
う
に
と
び
去

っ
て
、
忽
焉
と
し
て
白
髪
の
翁
が
出
現
す
る
。
人
生
を
す
で
に
見
す
て
た
よ
う
な
疲
れ
は
て
た
目
を
し
て
。」

右
の
忽
焉
と
し
て
出
現
す
る
自
髪
の
翁
は
、

８９
の
歌
に
通
ず
る
も
の
で
も
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
問
題
の
８５
の
歌
だ
が
、
こ
れ
も
右
の
跛
の
男

（彼
は
エ
ー
ヴ
ァ
ル
ト
と
い
う
）
に
関
連
し
た
次
の
部
分
の
「
心
持
」
を
、
鴎
外
な
り
に
咀
鳴
し
て
表
現
し
た
も
の
と
い
い
う
る
の
で
は
な
い
か
。

「
ど
う
し
て
あ
り
得
る
は
ず
が
な
い
ん
で
す
か
、　
エ
ー
ヴ
ァ
ル
ト
君
？
足
を
自
由
に
使
え
る
人
に
は
出
会
え
な
い
多
く
の
こ
と
も
、
あ
な
た

な
ら
め
ぐ
り
逢
う
こ
と
が
で
き
ま
す
よ
。
足
の
い
い
連
中
は
多
く
こ
と
を
素
通
り
し
、
自
分
の
方
か
ら
逃
げ
出
す
こ
と
さ
え
あ
る
ん
で
す
か

ら
ね
。

エ
ー
ヴ
ァ
ル
ト
君
。
神
様
は
き
み
を
あ
ら
ゆ
る
忽
忙
の
中
心
の
、
静
か
な

一
点
に
な
し
給
う
た
の
で
す
よ
。
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
き
み

を
中
心
に
め
ぐ
っ
て
い
る
の
を
感
じ
ま
せ
ん
か
。
他
の
連
中
は
日
々
を
追
い
回
し
、
よ
う
や
く

一
つ
の
日
を
と
ら
え
て
も
、
そ
の
と
き
に
は

も
う
息
が
切
れ
て
し
ま
っ
て
、
そ
の
日
と
語
り
合
う
こ
と
さ
え
で
き
な
い
の
で
す
。
だ
け
ど
、
き
み
は
ね
、
た
だ
窓
の
そ
ば
に
坐
っ
て
待

っ

て
い
る
だ
け
で
す
。
待
っ
て
い
る
人
に
は
必
ず
何
事
か
起
き
る
も
の
で
す
。」
（「
正
義
の
歌
」
傍
点
須
田
）

鴎
外
詩
歌
考
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五



四
六

当
然
こ
こ
か
ら
は
、

８６
の

「
喘
止
ま
ね
ば
物
の
言
は
れ
ぬ
」
と
い
う
表
現
を
導
き
出
す
こ
と
も
で
き
る
は
ず
だ
。

さ
ら
に
８８
の

「
狂
は
し
き
考
」
と

「夜
の
町
」
「火
事
」
と
の
結
び
つ
き
、
そ
し
て
９．
の

「
円
菫
」
∩
墓
、　
つ
か
」

の
こ
と
）
が

「凝
り
た

る
波
と
見
ゆ
る
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
の
喚
起
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も

「
正
義
の
歌
」
に
現
わ
れ
た
表
現
の
中
か
ら
鴎
外
が
把
み
取

っ
て
き
た
イ

メ
ー
ジ
に
は
か
な
ら
ぬ
。

「
当
初

ロ
シ
ア
が
四
百
の
伽
藍
の
偉
容
を
誇

っ
た
と
こ
ろ
だ
っ
た
、
聖
都
キ
エ
フ
の
都
自
身
も
、
日
ご
と
に
衰
退
し
、
相
つ
ぐ
火
災
で
、
は

て
し
な
く
ひ
ろ
が
る
暗
夜
の
中
に
踏
み
迷
う
不
意
の
狂
想
に
取
り
憑
か
れ
た
よ
う
に
痩
せ
細

っ
て
い
き
ま
し
た
。
草
原
の
人
民
た
ち
は
ま
っ

た
く
途
方
に
暮
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
名
状
し
が
た
い
不
安
に
か
ら
れ
て
老
人
た
ち
は
夜
な
夜
な
草
屋
を
飛
び
出
し
、
じ
っ
と
黙
り
こ
く
っ

て
、
永
遠
に
風
の
と
だ
え
た
高
空
を
見
つ
め
ま
し
た
。

（略
）
こ
の
ク
ル
ガ
ー
ネ
と
い
う
の
は
、
古
代
民
族
の
墳
墓
で
す
。
そ
れ
は
凝
結
し

た
ま
ま
眠
っ
て
い
る
波
の
う
ね
り
の
よ
う
に
、
見
わ
た
す
か
ぎ
り
草
原
の
上
を
の
び
ひ
ろ
が
っ
て
い
ま
す
。
塚
が
山
を
な
す
こ
の
国
で
は
、

人
間
は
谷
を
な
し
て
い
ま
す
。
住
民
は
、
深
く
、
暗
く
、
も
く
も
く
と
黙
り
、
彼
ら
の
言
葉
は
彼
ら
自
身
の
真
実
の
存
在
の
上
に
か
か
る
、

揺
れ
や
ま
ぬ
弱
々
し
い
橋
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。」
（傍
点
須
田
）

も
ち
ろ
ん

「
我
百
首
」
を
リ
ル
ケ
一
辺
倒
で
わ
り
切
る
こ
と
な
ど
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
が
、
し
か
し
、
鴎
外
が
自
ら
述
べ
た

「
リ
ル
ケ

の
心
持
で
作
つ
て
見
よ
う
と
し
た
」
と
い
う
こ
と
は
、
以
上
の
検
討
か
ら
し
て
も
、
正
直
に
作
品
の
舞
台
裏
を
述
べ
た
も
の
だ
っ
た
と
い
う
こ

と
は
い
え
そ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
鴎
外
が
拠
り
所
に
し
た
リ
ル
ケ
作
品
の
少
な
く
と
も

一
つ
は
、
手
に
入
れ
た
ば
か
り
の

（鴎
外
所
蔵
本
は

一

九
〇
八
年
版
）
『
神
様
の
話
』
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
も
ま
た
い
え
る
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
。

そ
し
て
実
は
、
そ
の
間
の
事
情
を
、
鴎
外
は
最
末
尾
の
歌
、
す
な
わ
ち

「我
詩
皆
け
し
き
臓
物
な
ら
ざ
る
は
な
し
人
云
ふ
或
は
然
ら
む
」
と

い
う

一
首
の
中
に
、
秘
か
に
吐
露
し
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
こ
の

「
臓
物
」
を

「
臓
物
」
と
取
り
違
え
た
佐
藤
春
夫
嘩
”）

「
不
気

味
な

こ
の
臓
物
料
理
の
無
限
の
滋
味
を
噛
み
分
け
え
た
」
「
陣
中
の
堅
琴
し

と
的
は
ず
れ
の
評
を
書
い
て
し
ま
っ
た
が
、　
い
う
ま
で
も
な
く

「臓

物
」
と

「臓
物
」
と
は
全
く
そ
の
意
味
を
異
に
す
る
。
そ
し
て

「
臓
物
」
の

「
臓
」
に
は

「盗
ん
だ
品
物
」

∩
大
漢
和
辞
典
し

と
い
う
意
が



あ
る
と
い
う
。
「
リ
ル
ケ
の
心
持
云
々
」

と
い
う
鴎
外
の
気
持
ち
が
、　
こ
の
末
尾

一
首
の
中
に
託
さ
れ
て
い
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は

な
い
か
、
と
考
え
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

七

先
程
も
述
べ
た
よ
う
に
、
リ
ル
ケ
作
品
の
影
響
が
た
し
か
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
に
し
て
も
、
そ
れ
で
す
べ
て

「
我
百
首
」
が
わ

り
切
れ
た
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
わ
か
ら
な
か
っ
た
部
分
が
多
く
明
ら
か
に
な
っ
た
と
い
っ
た
方
が
適
切
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
右
に
検
討
し
て
き
た
歌
に
お
い
て
、
鴎
外
が
着
目
し
た

「
リ
ル
ケ
の
心
持
」
は
、
彼
の
中
で
十
分
咀
唱
さ
れ
た
上
で
作
品

に
定
着
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
し
て
そ
れ
は
鴎
外
自
身
の

「
心
持
」
の
中
に
、

「
リ
ル
ケ
の
心
持
」
に

共
鳴
す
る
部
分
が
多
く
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

た
と
え
ば
す
で
に

一
度
引
用
し
た
が
、
常
磐
会
詠
草
の
中
の

う
き
事
の
あ
ま
り
し
げ
さ
に
我
心
石
に
な
れ
と
も
お
も
ひ
た
る
か
な

札
を
売
る
少
女
に
問
ひ
ぬ
う
さ
知
ら
ぬ
国
へ
載
せ
ゆ
く
車
無
し
や
と

と
い
う
歌
な
ど
に
は
の
見
え
る
憂
き
思
い
の
意
識
、
あ
る
い
は
こ
れ
は
ど
こ
に
も
再
録
さ
れ
は
し
な
か
っ
た
が
、
観
潮
楼
歌
会

で
詠

ん
だ

「
畝
を
除
え
棘
ふ
み
し
だ
き
闇
の
中
を
真
直
に
奔
る
鞭
を
背
に
受
け
」
（明
４２

・
３

・
６
詠
草
）
と
い
う
後
年
の

「
妄
想
」
中
の
心
情
告
白
に
通

ず
る
よ
う
な
思
い
、
そ
し
て

「
我
百
首
」
中
の

７４
勲
章
は
時
々
の
恐
怖
に
代
へ
た
る
と
日
々
の
消
化
に
代
へ
た
る
と
あ
り

％
と
こ
し
へ
に
鱗
ゑ
て
あ
る
な
り
千
人
の
乞
児
に
米
を
施
し
つ
つ
も

７６
軽
忽
の
わ
ざ
を
き
人
よ
己
が
た
め
に
我
が
書
か
ざ
り
し
彼
を
勤
む
る

鴎
外
詩
歌
考

四
七



四
八

等
の
思
い
、
こ
れ
ら
と
鴎
外
が
リ
ル
ケ
作
品
の
中
か
ら
把
み
取

っ
た

「
心
持
」
と
は
、
無
縁
の
も
の
で
は
あ
り
え
ま
い
。
鴎
外
は
リ
ル
ケ
を

紹
介
す
る
際
に

「件
に
持

つ
て
も
好
い
や
う
な
男
で
す
」
と
し
て
い
た
わ
け
だ
が
、
単
に
年
令
の
問
題
だ
け
で
は
な
く
、
彼
は
リ
ル
ケ
を
、
い

わ
ば
自
己
の
思
い
を
分
ち
持
つ
べ
き
精
神
的
件
と
し
て
と
ら
え
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
彼
の
リ
ル
ケ
ヘ
の
傾
倒
は
そ
の
こ
と
が
基
調
に

な

っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

以
上
本
稿
で
は
、
わ
た
く
し
は
鴎
外
の
詩
歌
活
動
の

一
つ
の
頂
点
に
あ
た
る
時
期
に
発
表
さ
れ
た

「
我
百
首
」
を
中
心
に
し
て
、
鴎
外
詩
歌

の
い
く
つ
か
の
問
題
に
つ
い
て
、
わ
た
く
し
な
り
の
考
察
を
進
め
て
き
た
。
が
、
む
ろ
ん
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
こ
と
は
、
鴎
外
詩
歌
の
問
題
の

ほ
ん
の

一
側
面
に
過
ぎ
な
い
。
だ
い
い
ち
当
の

「
我
百
首
」
す
ら
は
っ
き
り
し
な
い
問
題
を
ま
だ
た
く
さ
ん
は
ら
ん
で
い
る
。
そ
れ
ら
を
含
め

た
鴎
外
詩
歌
の
問
題
に
つ
い
て
は
わ
た
く
し
の
後
日
の
課
題
と
す
る
こ
と
を
断
わ

っ
て

一
ま
ず
欄
筆
し
た
い
。

（
一
九
八
三

・
一
。
一
二
稿
）

注
１
　
鴎
外
は
明
星
派
の
人
々
の
使
っ
た
ご
と
く

「長
詩
」

「短
詩
」
と
い
う
い
い
方
を
し
て
い
る
。
ま
た

「
う
た
日
記
広
告
文
」
中
に
は

「長
詩
、
十
七
字

詩
、
三
十
一
字
詩
」
と
い
う
い
い
方
も
見
え
る
。

注
２
　
「我
百
首
」
中
に
見
え
る

「仏
教
基
督
教
の
語
、
西
洋
人
の
名
な
ん
ぞ
が
は
い
」

っ
て
い
る
歌
は
、
こ
う
し
た
晶
子
の
歌
の
評
価
の
上
に
た
っ
て
自
ら
試

み
た
も
の
で
も
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

注
３
　

，）
」
で
鴎
外
が
有
明
を
高
く
評
価
し
て
い
る
点
に
注
意
を
払
っ
て
お
き
た
い
。
彼
は
、
別
の
と
こ
ろ
で
も

「蒲
原
有
明
は
所
謂
郷
御
詩
の
作
者
中
に
て
は

外
の
人
よ
り
は
仮
名
遣
な
ど
知
り
を
る
故
よ
き
方
な
れ
ど
…
…
」
（明
３８
・
‐０
・
■
小
金
井
喜
美
子
宛
書
簡
）
と
し
て
有
明
を
評
価
し
て
い
る
し
、ま
た
「
明

星
の
春
鳥
集
合
評
も
お
も
し
ろ
く
拝
見
い
た
し
候
」

（明
３８
・
‐１
・
９
、
上
田
敏
宛
書
簡
）
な
ど
も
有
明
に
対
す
る
関
心
の
一
端
と
も
思
え
る
。
そ
し
て
、

た
と
え
ば
明
治
四
十
二
年
四
月

『東
亜
之
光
』
誌
上
に
掲
載
さ
れ
た
鴎
外
詩

「海
の
を
み
な
」
な
ど
は
、
『有
明
集
只
明
４‐
．
１
）末
尾
の

「人
魚
の
海
」
か

ら
学
ん
で
い
る
点
が
多
い
の
で
は
な
い
か
、
と
も
わ
た
く
し
は
考
え
て
い
る
。
前
述
し
た
鴎
外
所
蔵

『独
絃
哀
歌
』
へ
の
書
き
込
み
を
も
含
め
て
、
そ
う
し

た
有
明
と
鴎
外
と
の
関
係

（相
互
の
影
響
関
係
を
含
め
て
）
に
つ
い
て
は
後
日
稿
を
改
め
て
勉
強
し
て
み
た
い
。

な
お
、
大
岡
氏
論
文
に
有
明
詩
と
鴎
外
詩
と
の
類
似
の
指
摘
が
あ
り

（前
掲

「森
鴎
外
の
『夢
が
た
り
』
０
し
、
ま
た
長
谷
川
泉
氏
に
、
有
明
詩
に
お
け

る

「於
母
影
」
の
影
響
を
指
摘
し
た

「詩
弦
の
響
き
の
表
裏
」
含
花
片
頌
』
昭
５７
・
６
）
が
あ
る
。



注
４

「『我
百
首
』
の
季
節
は
抒
情
詩
人
鴎
外
の
生
涯
に
於
け
る
祭
典
で
あ
つ
た
。」
（石
川
淳
、

『
森
鴎
外
し

注
５
　
平
出
禾
氏
の
も
と
に
観
潮
楼
歌
会
の
詠
草
稿
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
詠
草
稿
に
関
し
て
は
、
八
角
真

「観
潮
楼
歌
会
の
新
資
料
―
平
出
禾
氏
蔵
詠
草
稿

に
つ
い
て
―
」
Ｇ
明
治
大
学
人
文
科
学
研
究
所
紀
要
』
第
四
冊

・
鵠

・
２
）
に
く
わ
し
い
。

注
６

「昴
社
中
の
歌
を
国
民
新
聞
に
載
す
る
こ
と
を
徳
富
猪

一
郎
に
謀
り
し
に
略
承
諾
す
」

（『鴎
外
日
記
』
明
４２

・
１

・
‐２
）ｏ
な
お

『
国
民
新
聞
』
紙
上
に

「昂
社
中
の
歌
」
が

「短
詩
会
詠
草
」

（も
し
く
は

「新
短
歌
会
詠
草
し

と
し
て
掲
載
さ
れ
始
め
る
の
は
こ
の
年

一
月
二
十
四
日
か
ら
で
あ
る
。
鴎
外
歌

は

「高
湛
」
あ
る
い
は

「
源
高
湛
」
の
名
で
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

注
７

「我
百
首
」
収
録
本
文
は

「大
池
の
鴨
の
む
ら
鳥
朝
日
さ
す
岸
に
上
り
て

一
列
に
ゐ
る
」
、
「常
磐
会
詠
草
」

と
し
て
残

っ
て
い
る
も
の
は

「大
池
の
鴨
の

む
ら
ど
り
朝
日
さ
す
岸
に
の
ば
り
て

一
つ
ら
に
ゐ
る
」
で
あ
り
、
表
記
は
多
少
違
う
も
の
の
、
歌
の
内
容
は
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
る
。

注
８
　
大
正
十

一
年
二
月
の
山
県
有
朋
の
死
ま
で
都
合

一
八
五
回
開
か
れ
た
。

注
９
　
八
角
真
氏
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
開
催
が
は
っ
き
り
確
認
で
き
る
も
の
だ
け
で
二
十
六
回
、
明
治
四
十
三
年
四
月
ま
で
続
け
ら
れ
た
。
今
観
潮
楼
歌
会
の
全

貌
―
そ
の
成
立
と
展
開
を
め
ぐ
っ
て
―
」
『
明
治
大
学
人
文
科
学
研
究
所
起
晏
』
第

一
冊
、
地
）

注
１０
　
執
筆
は
明
治
四
十
二
年
九
月
三
日
。
そ
の
日
の
日
記
に

「対
話
現
代
思
想
を
草
す
」
と
あ
る
。

注
Ｈ
　
現
東
京
大
学
図
書
館
鴎
外
文
庫
蔵
本
に
は
な
い
。

注
１２
　
置
取後
の
人
」
の
一
節
を
次
に
引
用
す
る
。

「
わ
た
し
に
は
父
の
家
も
な
い
／
う
し
な
う
家
も
持
た
な
か
っ
た
／
母
親
は
　
こ
の
世
へ
／
わ
た
し
を
生
み
出
し
た
／
そ
れ
で
い
ま
わ
た
し
は
世
の
な
か

に
立
ち
／
い
よ
い
よ
深
く
世
界
の
奥
へ
は
い
っ
て
ゆ
く
／
そ
し
て
わ
た
く
し
の
幸
福
と
か
な
し
み
を
も
ち
／
す
べ
て
を
ひ
と
り
で
耐
え
て
い
る
／
そ
し
て
し

か
も
　
わ
た
し
自
身
が
　
さ
ま
ざ
ま
な
遺
産
で
あ
る
／
わ
た
し
の
一
族
は
　
森
の
七
つ
の
城
に
／
三
つ
の
枝
に
分
れ
て
花
咲
い
た
／
そ
し
て
絞
章
の
重
さ
に

倦
み
／
も
う
あ
ま
り
に
も
年
老
い
て
い
た

（後
略
と

（生
野
幸
吉
訳
、
『
リ
ル
ケ
全
集
１
』∧
弥
生
書
房
∨
所
収
）

注
１３
　
・５
重
き
言
や
う
や
う
出
で
ぬ
吊
橋
を
渡
ら
む
と
し
て
卸
す
が
ご
と
く

２８
う
ま
い
よ
り
呼
び
醒
ま
さ
れ
し
人
の
ご
と
円
き
目
を
あ
き
我
を
見
つ
む
る

３２
舟
ば
た
に
首
を
俯
し
て
掌
の
大
さ
の
海
を
見
る
が
ご
と
き
目

４２
み
心
は
い
ま
だ
お
ち
ゐ
ず
蜂
去
り
て
コ
ス
モ
ス
の
茎
ゆ
ら
め
く
如
く

注
１４
　
３‐
ぃ
に
し
へ
ゆ
も
て
は
や
す
径
寸
と
云
ふ
珠
二
つ
ま
で
君
も
た
り
目
に

注
１５

『
神
様
の
話
』
は
冒
頭
に

「
エ
レ
ン
・
ケ
イ
に
あ
た
う
」
と
い
う
献
辞
を
も
つ
、
十
三
の
短
編
か
ら
成
り
立
つ
短
編
集
で
あ
る
。　
た
だ
し
短
編
集
と
は
い

っ
て
も
、　
一
つ
一
つ
の
物
語
は
連
関
し
て
お
り
、
そ
れ
は
ま
さ
に
鴎
外
の
い
う
如
く

「
切
れ
て
ゐ
て
続
い
て
ゐ
る
や
う
な
話
」
な
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で

全
篇
を

一
作
品
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

注
１６
　
佐
藤
春
夫
は
こ
の
歌
を
自
己
の
文
章
中
に

「我
詩
み
な
け
し
き
臓
物
な
ら
ざ
る
は
な
し
と
人
云
ふ
或
は
然
ら
む
」
と
引
用
し
て
い
る
。

鴎
外
詩
歌
考
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Jahrgang 53, Heft 3.

注・ ( )に 括ったものは初出 (『太陽』明42.10,にはないもの。

・書名の頭に○印を付したものは,現東京大学図書館鴎外文庫蔵を確認。

・Xl～ 5は初出との異同箇所,それぞれ初出は次のようになっている。

1.「 1894」

2「VOm hebn Gott und&葛
1夏

Stの

初出形は“Rainer M"L Rkざ '中の記述に一致する。)3
3.鴨島
4.「E終」

5。「Leipzig」



<資料B>

鴎           Rainer Malria lRilko l)
等     Sdn Leben,sel■ e Wo10anschauun6 80ine Kunst

肇              
▼On Fr.von Oplol■ ‐BrOnikowski

Er gibt 81oh loder Wo1lo
Do■:Hclmatlo●o■1■ .

Hoffmann3thal,Cedicht● .

Wir stehen im Zeichen einer NeurOmtttik■ Do Nbch vor
einem Jabrzthnt belttchelte man kopFsChttttelnd ittre ersten Oob・

und Schreivorsuche, als sie sich・ aus der]日 ochburg des Naturalis・

1)1895。
 "Larellopfer“ ,Gedichte,Prag(vergrifFen).

1896. "Jetzt und in der Stundo ungres Absterbens“ , Drama,
Selbstverlag(vcrgriffell)。

1897. "TrILuttgOkrOnt`, Gedichte,Leipzig。

1898。  "Advent“,Gedichte.Ebd.oEntStandbn Minchen 1896197.)
1898. "Am Leben hin“, Novellon, Stuttgart。  (Etttstandell

1893--1897.)

1899. "ZweiPragcreeschichten“ ,Stuttgart.(Friihorentstanden;
s.Vorwort.)Entstollun.‐ des Bllches vom mOnchischen
Lebcn(Stundenbuch l)。

19∞. "Vom Lieben Oott und Anderes“ , Leipzi.‐. (2.A■ fl.

"Geschichten vom Lieben Gott“
. Ebd。  19o4.)

1901. "Die Letzton“ ,Novellen,Be■lin und Sttlttgart.

1901. "Das tliし liche Leben“′Drama, Minchell. Entstehung
des Buches von der Pilgerschaft(Stllndonbuch II).

1902. "Das Buch der Bilder“ ,Gedichte,Berlin und Stuttg31t。

(2.vermebrte A■ fl.1906.)

1903.,Worpswede“ . BleleFdd und Leipzig t2.Aufl.1905)。
A′電odini′ Berlill(2.Aufl,190の , Entstehung des Buches
von der Armut ulld vom Tode。  (Stulidenbuch III)。

1905。  ,Das Stundollbuch“ 。 1“eipzig.

1906。  ,Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Chl・ istoph

von Rilke“ ,Leipzig,
Literatur: Enen Key, "Rainer Maria Rilke“ ′ Deutsche Al・ beit,

Prag 1905,Heft 5 und 6。

A.Michels, ,Appo1lo und工 )iony80S“ ,Stuttgart 1904.

≡    乱鮮::庁撮,Fhallariamk♂
.珈面sぬ∝Ecllo7

わSo allCh meine Vorredo zur,Blauen Blume・′Leipzig 1900,


