
木
下
利
玄
論
　「
冬
が
ま
た
來
る
」が
生
ま
れ
る
ま
で

田
中
拓
也

し
て
い
た
勉
強
会
で
あ
り
、
信
綱
の
指
導
を
仰
ぐ

の
で
は
な
く
、
参
加
者
が
同
等
の
立
場
で
批
評
を

し
あ
う
研
鑽
の
場
で
あ
っ
た
。（
注
２
）

　

本
稿
で
は
、
木
下
利
玄
の
「
心
の
花
」
誌
上
の

作
品
を
確
認
し
つ
つ
、
代
表
歌
「
街
を
ゆ
き
…
」

が
生
ま
れ
る
ま
で
の
過
程
を
考
察
し
て
み
た
い
。

②
生
い
立
ち

　

木
下
利
玄
は
明
治
十
九
年
一
月
一
日
に
岡
山
県

賀
陽
郡
足
守
町
（
現
在
の
岡
山
市
北
区
足
守
）
で

生
ま
れ
た
。
父
は
最
後
の
足
守
藩
主
・
木
下
利
恭

の
弟
・
利
永
。
母
は
そ
の
側
室
の
瀬
原
や
す
。
六

人
兄
弟
の
次
男
で
あ
っ
た
。
明
治
二
十
三
年
に
伯

父
の
利
恭
が
没
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
利
玄
の
人
生

は
大
き
く
変
化
す
る
。
利
恭
に
嗣
子
が
い
な
か
っ

た
た
め
、
利
玄
は
養
嗣
子
と
な
り
、
五
歳
に
し
て

木
下
家
の
当
主
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
同
年
十
一

月
、
利
玄
は
実
の
両
親
と
別
れ
、
木
下
家
の
旧
家

老
・
木
下
岡
次
郎
と
利
恭
の
近
習
で
あ
っ
た
二
階

堂
左
馬
七
と
と
も
に
上
京
し
、
東
京
の
神
田
神
保

町
の
本
邸
に
入
っ
た
。
そ
の
時
期
の
こ
と
を
利
玄

は
次
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
る
。

　

東
京
に
來
て
か
ら
の
私
の
生
活
は
實
に
潤

ひ
の
な
い
寂
し
い
も
の
で
し
た
。（
中
略
）
私

は
女
中
下
男
ば
か
り
の
索
漠
た
る
家
へ
歸
る

の
で
す
。
私
は
陰
鬱
な
思
ふ
事
も
快
活
に
云
へ

な
い
少
年
と
し
て
育
ち
つ
つ
あ
り
ま
し
た
。
そ

れ
で
か
う
い
ふ
境
遇
か
ら
來
た
の
か
、
又
は
私

の
父
の
神
道
國
學
な
ど
に
興
味
を
持
つ
て
ゐ

た
の
が
傳
は
つ
た
も
の
か
、
私
は
い
つ
の
頃
か

ら
か
俳
句
や
歌
の
や
う
な
も
の
に
注
意
す
る
や

う
に
な
り
、
新
聞
の
歌
や
俳
句
を
切
抜
い
た
り

昔
の
歌
を
寫
し
た
り
す
る
事
を
楽
し
む
や
う

に
な
り
ま
し
た
。　
（「
道
」よ
り　

傍
線
筆
者
）

　

実
の
両
親
と
五
歳
で
別
離
し
、
養
嗣
子
と
し
て

養
育
さ
れ
る
日
々
の
中
で
「
歌
や
俳
句
」
に
慰
藉

を
も
と
め
て
い
っ
た
利
玄
の
心
情
は
察
す
る
に
余

り
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、明
治
に
な
っ
た
と
は
い
え
、

江
戸
の
感
覚
が
色
濃
く
残
る
時
代
で
あ
る
。
現
代

に
生
き
る
我
々
の
感
覚
の
尺
度
で
利
玄
の
心
情
を

①
は
じ
め
に

　

竹
柏
会
が
輩
出
し
た
歌
人
の
中
で
、
一
際
大
き

な
光
彩
を
放
っ
て
い
る
一
人
が
木
下
利
玄
で
あ
る
。

・
街ま
ち

を
ゆ
き
子
供
の
傍そ
ば

を
通
る
時
蜜
柑
の
香か

せ
り

　

冬
が
ま
た
來
る　
　
　
　
　
　

『
紅
玉
』
よ
り

　

掲
出
歌
は
大
正
八
年
七
月
に
発
行
さ
れ
た
第
二

歌
集
『
紅
玉
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
一
首
で
あ
る
。

長
い
間
、
小
・
中
学
校
の
国
語
の
教
科
書
に
掲
載

さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
様
々
な
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
に
も

所
収
さ
れ
て
お
り
、
利
玄
の
作
品
の
中
で
最
も
人

口
に
膾
炙
し
て
い
る
作
品
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
一
首
の
初
出
は
『
白
樺
』
大
正
四
年
一
月

号
と
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
、
雑
誌
に
「
作
品
」

と
し
て
最
初
に
発
表
さ
れ
た
の
は
『
白
樺
』
の

同
号
で
あ
る
が
、
実
は
「
心
の
花
」
大
正
三
年
・

十
二
月
号
の
「
霜
月
の
曙
会
」（
記
録　

川
田
順
）

の
中
に
「
町
を
行
き
小
供
の
そ
ば
を
通
る
時
櫁
柑

の
香
せ
り
冬
が
又
來
る
」（
注
１
）
が
掲
載
さ
れ

て
い
る
。「
曙
会
」
は
当
時
の
在
京
歌
人
が
開
催
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「
古
歌
を
讀
む
事
」「
自
分
で
作
る
事
」
で
あ
り

ま
し
た
。（
中
略
）
初
め
詠
草
を
先
生
に
示
す

時
、
質
が
好
い
と
云
は
れ
る
か
何
う
か
を
非
常

な
熱
心
を
以
て
待
つ
た
の
を
覺
え
て
ゐ
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（「
道
」よ
り　

傍
線
筆
者
）

　

当
時
、
信
綱
は
二
十
八
歳
。「
竹
柏
会
」
を
創

立
し
、
希
望
に
燃
え
て
い
た
時
期
で
あ
る
。
利
玄

は
十
四
歳
。
学
習
院
中
等
科
に
在
籍
し
、
寮
生
活

で
の
友
人
た
ち
と
の
交
流
に
解
放
感
を
感
じ
て
い

た
時
期
で
あ
る
。
そ
の
年
齢
差
は
十
四
歳
。
大
家

を
仰
ぎ
み
る
と
い
う
よ
り
は
、
若
く
情
熱
あ
る
先

生
に
間
近
く
接
す
る
利
玄
の
様
子
が
想
像
で
き

る
。
ま
た
、「
質
が
好
い
と
云
は
れ
る
か
何
う
か

を
非
常
な
熱
心
を
以
て
待
つ
た
」
と
い
う
言
葉
か

ら
、
利
玄
が
信
綱
に
よ
る
「
評
価
」
を
強
く
意
識

し
て
い
た
こ
と
が
伺
え
る
。
さ
ら
に
、
信
綱
の
指

導
を
受
け
て
い
た
状
況
に
つ
い
て
、
利
玄
は
次
の

よ
う
に
詳
述
し
て
い
る
。

　

佐
佐
木
先
生
の
處
へ
は
、
日
曜
に
家
に
歸
る

と
、
四
谷
か
ら
俥
で
小
川
町
迄
詠
草
を
見
て
も

ら
ひ
に
行
き
ま
し
た
。
此
頃
先
生
は
主
に
德
川

時
代
歌
人
の
歌
集
を
讀
め
と
云
は
れ
、
自
分
が

次
回
に
い
い
と
思
つ
た
歌
に
印
を
つ
け
て
行

く
と
、
そ
れ
に
つ
い
て
所
感
を
述
べ
ら
れ
た
。

私
は
當
時
加
納
諸
平
や
井
出
曙
覧
や
大
隈
言

道
の
歌
な
ど
は
、
中
々
興
味
が
あ
り
好
き
で
し

た
。
先
生
は
私
の
家
の
先
祖
に
長
嘯
子
の
ゐ
る

事
を
屢
々
云
つ
て
、
私
を
勵
ま
さ
れ
ま
し
た
。

（「
道
」
よ
り　

傍
線
筆
者
）

　

こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
読
み
取
れ
る
の
は
、
利
玄

が
江
戸
時
代
の
和
歌
を
学
ぶ
こ
と
を
通
し
て
、
作

歌
の
基
盤
を
築
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
ち

ろ
ん
、
明
治
中
期
に
生
き
る
人
々
に
と
っ
て
、

江
戸
時
代
は
「
ひ
と
昔
前
」
で
あ
り
、
加
納
諸
平

や
井
出
曙
覧
（
橘
曙
覧
）、
大
隈
言
道
と
い
っ
た

歌
人
は
我
々
が
感
じ
る
よ
り
も
、
身
近
な
存
在
で

あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
信
綱
が
薦
め
る
こ
れ
ら
の
歌

人
の
作
品
を
読
み
つ
つ
、
利
玄
の
作
歌
の
基
礎
が

培
わ
れ
た
こ
と
は
重
視
す
べ
き
こ
と
と
思
う
。

　
「
心
の
花
」
誌
上
に
初
め
て
掲
載
さ
れ
た
利
玄

の
作
品
は
次
の
一
首
で
あ
る
。

・
月
に
む
か
ひ
君
が
殘
し
ゝ
書
よ
み
て
き
え
し
光

　

を
志
の
ぶ
夜
半
か
な

「
心
の
花
」
明
治
三
十
三
年
七
月
号

　
「
懷
舊
佐
々
木
弘
綱
翁
追
悼
歌
会
兼
題
」
と
い

う
題
詠
作
品
の
中
に
利
玄
の
作
品
が
一
首
あ
る
。

こ
の
年
の
「
心
の
花
」
誌
上
に
掲
載
さ
れ
た
利
玄

の
作
品
は
こ
の
一
首
の
み
。
次
に
利
玄
の
短
歌
が

載
る
の
は
約
半
年
後
で
あ
る
。

・
戀
人
は
み
ど
り
子
抱
き
て
お
と
づ
れ
ぬ
十
年
を

推
し
量
る
こ
と
は
難
し
い
。
だ
が
、
利
玄
の
幼
少

期
の
心
情
は
冒
頭
の
「
私
の
生
活
は
実
に
潤
ひ
の

な
い
寂
し
い
も
の
で
し
た
」
に
象
徴
さ
れ
て
い
る

と
思
う
。

③
竹
柏
会
へ
の
入
門

　

明
治
三
十
二
年
十
月
十
七
日
、
利
玄
は
木
下
岡

次
郎
に
伴
わ
れ
て
、佐
佐
木
信
綱
の
も
と
を
訪
れ
、

竹
柏
会
に
入
会
す
る
。
先
述
の
「
道
」
に
は
二
階

堂
の
息
子
が
城
北
中
学
で
川
田
順
と
既
知
の
間
柄

で
あ
り
、
彼
か
ら
竹
柏
会
を
勧
め
ら
れ
た
こ
と
が

入
会
の
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

だ
が
、
木
下
岡
次
郎
の
日
記
で
は
事
前
に
岡
次
郎

が
信
綱
邸
を
訪
問
し
、
面
談
し
て
い
る
こ
と
が
記

さ
れ
て
い
る
。
冷
静
に
考
え
る
と
、
木
下
家
の
若

き
当
主
で
あ
る
利
玄
に
個
人
の
意
志
が
容
易
に
通

る
環
境
に
あ
っ
た
と
は
思
え
な
い
。
同
年
は
正
岡

子
規
が
「
根
岸
短
歌
会
」
を
、与
謝
野
鉄
幹
が
「
東

京
新
詩
社
」
を
創
立
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
状
況

の
中
で
、
利
玄
が
誰
に
師
事
す
る
か
は
、
木
下
家

の
重
要
課
題
と
な
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
ん
な
中

で
、
国
学
の
系
譜
を
持
つ
と
と
も
に
華
族
の
師
弟

を
多
く
抱
え
る
佐
佐
木
信
綱
の
竹
柏
会
が
最
適
と

判
断
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

先
生
の
モ
ッ
ト
ー
は
「
急
が
ず
た
ゆ
ま
ず
」
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す
ぎ
て
い
へ
に
歸
れ
ば

「
心
の
花
」
明
治
三
十
四
年
二
月
号

　
「
雪
の
は
な
」と
い
う
作
品
欄
に
並
ぶ
一
首
で
あ

る
。十
四
人
の
作
品
が
並
ん
で
い
る
が
、信
綱
の
指

導
を
受
け
て
い
た
会
員
た
ち
の
作
品
を
掲
載
し
た

欄
と
思
わ
れ
る
。利
玄
の
一
首
は「
雑
詠
」の
中
に
掲

載
さ
れ
て
い
る
。ま
た
、同
号
の「
竹
柏
園
歌
会
」（
一

月
十
一
日
神
田
三
河
屋
に
て
開
催
）の
約
八
十
首
の

中
に
も
利
玄
の
作
品
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

・
天
の
下
四
方
の
國
内
に
光
み
ち
て
東
の
そ
ら
ゆ

　

初
日
さ
し
の
ぼ
る

「
心
の
花
」
明
治
三
十
四
年
二
月
号

　

こ
れ
ら
の
作
品
を
読
ん
で
思
う
の
は
、
利
玄
が

信
綱
の
指
導
を
受
け
、
基
本
的
な
和
歌
の
詠
み
方

を
身
に
付
け
よ
う
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の

時
期
の
利
玄
の
他
の
作
品
も
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　
「
梛
の
上
枝
」

・
天
地
の
笑
め
る
す
が
た
に
さ
そ
は
れ
て
星
も
ゑ

　

み
け
り
花
も
ゑ
み
け
り

「
心
の
花
」
明
治
三
十
四
年
六
月
号

　
「
那
木
の
下
枝
」

・
子
ど
も
ら
が
濁
し
て
去
り
し
里
川
の
堤
さ
び
し

　

き
つ
き
見
ぐ
さ
か
な

・
ね
た
る
松
か
た
ぶ
け
る
松
た
て
る
松
一
里
つ
ら

　

な
る
磯
の
み
ち
か
な

・
す
ず
し
け
れ
ば
主
人
ま
だ
こ
ぬ
別
莊
の
庭
の
は

　

す
池
は
す
の
は
な
さ
く

・
道
の
べ
の
小
川
の
な
が
れ
せ
き
と
め
て
あ
ひ
る

　

か
ひ
た
り
山
か
げ
の
家

・
裏
ま
ち
に
う
ち
す
て
ら
れ
し
犬
の
子
の
な
く
聲

　

さ
む
き
冬
の
あ
め
か
な

　
　
　
　
　
「
心
の
花
」
明
治
三
十
四
年
八
月
号

　

利
玄
の
作
品
は
信
綱
の
選
を
受
け
た
作
品
と
し

て
、
掲
載
さ
れ
て
い
る
。「
梛
の
上
枝
」「
那
木
の

下
枝
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
か
ら
も
、「
竹
柏
」（
梛
）

か
ら
派
生
し
た
「
下
枝
」「
上
枝
」
で
あ
る
弟
子
た

ち
の
作
品
を
掲
載
し
た
と
い
う
信
綱
の
想
い
を
想

像
す
る
こ
と
は
容
易
に
で
き
る
。

　

さ
て
、
作
品
に
注
目
す
る
と
、
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク

ス
な
作
風
の
中
に
、
独
特
な
リ
ズ
ム
が
垣
間
見
え

る
こ
と
に
気
づ
く
。「
星
も
ゑ
み
け
り
花
も
ゑ
み

け
り
」
の
対
句
表
現
。「
ね
た
る
松
…
」
の
中
の

「
る
」
に
重
心
を
置
い
た
押
韻
。「
庭
の
は
す
池
は

す
の
は
な
さ
く
」の
繰
り
返
し
表
現
。
も
ち
ろ
ん
、

こ
れ
ら
の
リ
ズ
ム
は
、
信
綱
の
添
削
に
よ
る
成
果

か
も
し
れ
な
い
が
、
利
玄
作
品
の
特
徴
の
一
端
が

表
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
う
。

　

し
か
し
、
明
治
三
十
四
年
以
降
の
「
心
の
花
」

誌
上
に
利
玄
の
作
品
が
掲
載
さ
れ
る
機
会
は
減
少

し
て
い
く
。
や
が
て
、巻
末
に
記
さ
れ
て
い
る「
竹

柏
園
歌
会
」
の
参
加
者
名
の
中
に
も
名
前
が
見
ら

れ
な
く
な
る
。

　

中
學
を
卒
業
す
る
前
後
は
、
歌
に
對
す
る
興

味
は
、
大
分
冷
却
し
て
來
ま
し
た
。
し
か
し
歌

を
作
ら
ず
に
ゐ
る
時
は
、
何
か
務
を
果
し
て
ゐ

な
い
や
う
に
思
は
れ
、
寂
し
い
氣
が
し
ま
し

た
。
此
頃
迄
の
歌
は
『
竹
柏
園
集
』『
あ
け
ぼ

の
』『
玉
琴
』
等
の
竹
柏
會
版
の
歌
集
に
あ
る

が
、
是
迄
は
自
覺
し
て
作
歌
し
て
ゐ
た
と
は
云

へ
ま
せ
ん
。　
　
　
（「
道
」よ
り　

傍
線
筆
者
）

　
『
定
本　

木
下
利
玄
全
集
』（
臨
川
書
店
）
の
年

譜
を
確
認
し
て
も
、当
時
の
利
玄
は
学
習
院
の「
輔

仁
會
雑
誌
」
に
短
歌
や
文
章
を
発
表
す
る
機
会
が

増
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

利
玄
の
活
動
の
場
が
、
竹
柏
会
「
心
の
花
」
か

ら
、学
習
院
の
「
輔
仁
會
雑
誌
」
に
変
化
し
て
い
っ

た
の
は
、
ご
く
自
然
な
流
れ
と
思
う
。
②
で
確
認

し
た
よ
う
に
、
利
玄
の
短
歌
へ
の
希
求
が
「
寂
し

さ
」
を
紛
ら
わ
す
手
段
と
し
て
生
ま
れ
た
も
の
で

あ
れ
ば
、
師
弟
関
係
で
創
作
を
す
る
時
間
よ
り

も
、
同
級
生
と
の
交
流
の
中
で
創
作
に
励
む
時
間

に
充
実
を
感
じ
る
の
は
道
理
だ
と
思
う
。
そ
ん
な

利
玄
に
と
っ
て
、「
竹
柏
会
」
は
物
足
り
な
い
場

に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
学
習
院
中
等

科
を
卒
業
し
、
高
等
科
に
進
ん
だ
利
玄
は
ま
す
ま
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す
校
内
誌
で
の
執
筆
に
精
を
出
す
よ
う
に
な
る
。

そ
れ
と
同
時
に
「
心
の
花
」
誌
上
の
作
品
は
減
少

し
て
い
っ
た
の
だ
が
、
あ
る
歌
会
を
機
に
、
利
玄

に
変
化
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

④
利
玄
の
転
機

　
「
心
の
花
」
に
は
明
治
時
代
か
ら
各
地
の
歌
会

記
録
が
継
続
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、「
心
の

花
」
明
治
三
十
七
年
四
月
号
の
「
歌
會
一
束
」
の

中
に
「
彌
生
會
」
の
記
事
が
掲
載
さ
れ
る
。
同
会

に
関
す
る
詳
細
な
記
述
は
な
く
、
歌
会
に
参
加
し

た
者
の
作
品
と
名
前
の
み
が
小
さ
な
活
字
に
並
ん

で
い
る
だ
け
で
あ
る
。
同
会
は
東
京
で
開
催
さ
れ

て
お
り
、
第
一
回
の
参
加
者
は
九
名
。
す
べ
て
男

性
と
思
わ
れ
る
。
注
目
す
べ
き
点
と
し
て
、
参
加

者
の
中
に
澤
弌
の
名
前
が
確
認
で
き
る
点
が
挙
げ

ら
れ
る
。
澤
は
後
に
竹
柏
会
の
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ

ン
ト
と
な
る
勉
強
会
「
曙
会
」
の
中
心
メ
ン
バ
ー

の
一
人
で
あ
る
。
こ
の
他
に
も
後
の
「
曙
会
」
に

参
加
す
る
神
山
源
之
、
小
柳
清
、
佐
々
木
慶
三
ら

の
名
前
が
確
認
で
き
る
。「
彌
生
會
」
は
私
が
誌

面
を
確
認
し
た
範
囲
で
は
、
明
治
三
十
七
年
か
ら

明
治
三
十
八
年
ま
で
、
十
一
回
開
催
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
中
で
、
利
玄
の
参
加
が
確
認
で
き
る
の
は
八

回
。
そ
れ
ま
で
歌
会
に
参
加
す
る
こ
と
が
減
り
、

「
心
の
花
」
誌
上
に
掲
載
さ
れ
る
作
品
も
減
少
し

て
い
た
利
玄
が
「
彌
生
會
」
に
は
立
て
続
け
に
出

席
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
会
の
特
徴
は
信
綱
と
い

う
指
導
者
が
不
在
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

師
か
ら
弟
子
へ
の
指
導
で
は
な
く
、
相
互
批
評
の

場
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
同

會
の
利
玄
の
作
品
を
い
く
つ
か
確
認
し
た
い
。

・
傘
さ
し
て
行
嫁
入
の
群
に
あ
ひ
ぬ
春
雨
烟
ふ
る

　

葉
畑
中
衟

「
心
の
花
」
明
治
三
十
八
年
二
月
号

・
風
無
き
に
牡
丹
花
散
る
鴻
臚
館
春
暮
方
の
夕
べ

　

淋
し
き　
　

「
心
の
花
」
明
治
三
十
八
年
三
月
号

　
「
彌
生
會
」
で
確
認
で
き
る
利
玄
の
作
品
は
八

首
。
当
時
、利
玄
が
竹
柏
会
「
心
の
花
」
か
ら
徐
々

に
活
動
の
中
心
を
学
習
院
の
仲
間
で
あ
る
武
者
小

路
実
篤
や
志
賀
直
哉
と
の
同
人
誌
活
動
に
移
し
て

い
っ
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
だ
が
、
明

治
三
十
八
年
に
短
期
間
で
は
あ
る
が
「
彌
生
會
」

に
熱
心
に
参
加
し
、
相
互
批
評
を
お
こ
な
っ
て
い

た
こ
と
は
注
目
す
べ
き
こ
と
と
思
う
。

⑤「
曙
会
」へ
の
参
加

　
「
年
譜
」
に
拠
る
と
、
利
玄
を
巡
る
環
境
は
明

治
三
十
九
年
に
大
き
く
変
化
し
て
い
る
。
同
年
は

実
父
の
逝
去
、
本
邸
の
移
築
と
い
っ
た
木
下
家
当

主
と
し
て
の
大
き
な
出
来
事
が
あ
っ
た
。
ま
た
、

交
流
し
て
い
た
学
習
院
の
同
級
生
で
あ
る
武
者
小

路
実
篤
や
志
賀
直
哉
ら
と
雑
誌
発
行
（
後
の
『
白

樺
』）
の
計
画
を
立
て
る
の
も
こ
の
時
期
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
高
等
科
を
卒
業
し
、
東
京
帝
国
大
学
へ

の
進
学
を
決
め
て
い
る
。

　

今
の
時
代
と
当
時
の
若
者
の
感
覚
は
相
当
異
な

る
。
だ
が
、
利
玄
の
特
殊
な
生
い
立
ち
を
踏
ま
え

て
考
え
る
と
明
治
三
十
八
年
か
ら
三
十
九
年
に
か

け
て
の
周
辺
の
変
化
は
利
玄
の
心
に
少
な
か
ら
ぬ

変
化
を
も
た
ら
し
た
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
竹
柏
会
に
お
い
て
も
同
年
は
大
き
な
変

化
が
お
こ
る
。
前
章
で
触
れ
た
「
曙
会
」
が
明
治

三
十
九
年
七
月
に
初
め
て
開
催
さ
れ
る
の
で
あ

る
。「
曙
会
」
は
竹
柏
会
の
在
京
歌
人
に
よ
る
勉

強
会
で
、
信
綱
に
指
導
を
受
け
る
場
で
は
な
か
っ

た
。
こ
の
会
に
利
玄
は
積
極
的
に
参
加
す
る
様
子

が
確
認
で
き
る
。
同
会
の
活
動
の
一
端
は
「
心
の

花
」
誌
上
に
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
高
山
邦
男
が
参

加
者
の
一
覧
表
を
「
佐
佐
木
信
綱
研
究
」
第
六
号

に
掲
載
し
て
い
る
。
そ
れ
を
見
る
と
、
利
玄
が
熱

心
に
同
会
に
参
加
し
て
い
る
様
子
が
わ
か
る
。
同

会
の
様
子
を
記
し
た
石
榑
千
亦
に
よ
る
記
事
を
抄

出
し
た
い
。
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心
の
花
出
で
て
滿
十
年
、
幾
多
の
變
遷
と
盛

衰
と
を
經
た
る
今
年
明
治
四
十
一
年
一
月
十
三

日
、
わ
が
曙
會
は
本
年
の
發
會
を
京
橋
南
鍛
冶

町
な
る
吉
田
氏
の
一
室
に
開
か
れ
た
。（
中
略
）

い
ざ
評
と
成
つ
て
來
て
か
ら
、
一
首
一
首
盛
に

論
難
攻
擊
が
交
換
せ
ら
る
ゝ
活
況
を
呈
し
た
。

そ
の
結
果
は
作
物
そ
の
物
は
ほ
ん
の
借
物
と
し

て
お
い
て
、
趣
味
の
論
が
起
る
、
詩
型
の
説
が

出
る
、
全
部
の
評
が
終
つ
て
更
に
議
論
が
蒸
反

さ
れ
る
、
外
に
は
人
立
も
仕
か
ね
ま
じ
き
高
聲

に
な
る
と
い
ふ
盛
ん
な
有
様
で
あ
つ
た
。

「
心
の
花
」
明
治
四
十
一
年
二
月
号

　

同
記
事
の
後
半
に
は
具
体
的
な
議
論
の
言
葉
が

並
ん
で
い
る
が
、
そ
の
議
論
は
現
在
に
も
通
じ
る

よ
う
な
詩
歌
の
根
源
に
関
わ
る
話
題
が
多
い
。
同

号
の
利
玄
の
作
品
と
そ
の
評
を
見
て
み
た
い
。

・
線
香
の
烟
の
糸
は
秋
風
に
低
く
な
び
き
ぬ
一
葉

　

の
墓　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

利
玄

（
信
）
秋
風
と
早
く
世
を
去
り
た
る
天
才
と
よ
く

　
　
　

調
和
せ
り
、
感
深
し
、

（
弌
）
烟
の
糸
、
低
く
、
一
葉
、
わ
ざ
と
ら
し
、

　
　
　

わ
れ
は
何
と
な
く
か
ゝ
る
歌
を
好
ま
ず
、

（
信
）
糸
と
い
ふ
題
目
よ
り
す
れ
は
變
れ
る
想
、

　
　
　

題
目
を
外
に
す
れ
ば
、
秋
風
と
一
葉
の
墓

　
　
　

よ
く
調
和
せ
り
、
祇
王
祇
女
の
墓
を
詠
せ

　
　
　

る
も
の
あ
り
し
外
、
墓
を
詠
ぜ
る
を
き
か

　
　
　

ず
、
其
點
よ
り
す
る
も
面
白
し
、

　
「
信
」
は
信
綱
、「
弌
」
は
澤
弌
で
あ
る
。
利
玄

の
作
品
を
「
調
和
」
の
観
点
と
、「
古
歌
」
を
踏

ま
え
た
観
点
で
評
価
す
る
信
綱
に
対
し
て
、
言
葉

の
選
択
か
ら
厳
し
く
批
判
す
る
澤
の
評
言
が
ス
リ

リ
ン
グ
で
あ
る
。

・
友
禪
の
模
様
の
蝶
を
肩
あ
げ
に
片
羽
か
く
し
て

　

ぬ
へ
る
糸
か
な　
　
　
　
　
　
　
　
　

利
玄

（
弌
）
歌
は
兎
に
角
想
を
取
る

（
千
）
模
様
の
な
き
を
も
友
禪
と
い
ひ
得
る
に
や
、

　
　
　

結
句
題
の
爲
に
犠
と
な
れ
り
、改
む
べ
し
、

　
　
　

肩
あ
げ
ほ
つ
れ
て
片
羽
あ
ら
は
れ
た
る
や

　
　
　

う
に
歌
は
ゞ
、
寧
面
白
か
る
べ
し
、

（
信
）
繊
巧
艶
麗

（
松
）
う
つ
く
し
き
歌
な
れ
ど
、
今
少
し
余
情
深

　
　
　

く
あ
り
た
か
り
し

（
信
）
余
情
を
主
と
す
る
歌
は
別
に
あ
る
べ
し
、

（
雨
）
要
す
る
に
未
製
品
な
り
、

　
「
千
」
は
石
榑
千
亦
、「
松
」
は
平
田
松
堂
、「
雨
」

は
新
井
雨
泉
で
あ
る
。
題
詠
「
糸
」
の
作
品
に
つ

い
て
、
細
部
を
議
論
す
る
様
子
が
伺
え
る
。
さ
ら

に
、
利
玄
の
作
品
を
高
く
評
価
す
る
信
綱
の
評
言

に
対
す
る
手
厳
し
い
反
論
が
交
わ
さ
れ
て
い
る
点

に
も
注
目
し
た
い
。

　

さ
ら
に
、
興
味
深
い
こ
と
を
利
玄
は
「
道
」
の

中
で
述
べ
て
い
る
。

　

是
迄
私
は
、
調
和
と
い
ふ
や
う
な
事
を
氣
に

し
て
、
歌
を
弄
ん
で
ゐ
た
事
に
、
気
が
つ
き
ま

し
た
。
つ
ま
り
歌
を
作
る
時
に
は
、
何
か
洒
落

た
も
の
と
い
ふ
氣
が
、
知
ら
ず
識
ら
ず
働
い
て
、

例
へ
ば
上
の
句
に
春
の
淡
雪
が
あ
る
か
ら
、
下

の
句
は
白
梅
で
は
調
和
が
悪
い
、
紅
梅
の
方
が

い
い
な
ど
と
云
ふ
、
考
へ
方
を
す
る
や
う
に
な

つ
て
ゐ
ま
し
た
。　
　
　
　
　
　
（「
道
」
よ
り
）

　

ま
さ
に
、「
調
和
」は
信
綱
が
歌
評
の
際
に
重
視

し
て
い
た
観
点
で
あ
る
。利
玄
は
こ
の
超
克
に
は

『
白
樺
』に
寄
贈
さ
れ
た
窪
田
空
穂
歌
集
で
気
づ
い

た
と
記
し
て
い
る
が
、そ
の
根
底
に
は「
曙
会
」で

の
批
評
が
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
思
う
。

⑥「
冬
が
ま
た
來
る
」の
誕
生

　
「
曙
会
」
の
歴
史
を
紐
解
く
と
、
い
く
つ
か
の

転
換
点
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
一
つ
が
大

正
三
年
二
月
の
「
自
由
題
」
の
導
入
で
あ
っ
た
。

こ
の
月
の
参
加
者
に
信
綱
の
名
前
は
な
い
。
そ
し

て
、
川
田
順
が
初
参
加
し
て
い
る
。
こ
の
場
で
ど

の
よ
う
な
会
話
が
交
わ
さ
れ
た
か
は
判
然
と
し
な

い
。
だ
が
、「
自
由
題
」
と
な
っ
た
翌
月
の
参
加

者
が
十
五
名
、「
極
め
て
盛
会
」
と
い
う
記
述
が
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あ
る
こ
と
か
ら
、
お
お
い
に
盛
り
上
が
っ
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、「
自
由
題
」を
導
入
し
て
、

数
か
月
後
の
十
一
月
の
「
曙
会
」
で
利
玄
の
あ
の

歌
が
生
ま
れ
る
。

・
町
を
行
き
小
供
の
そ
ば
を
通
る
時
櫁
柑
の
香
せ

　

り
冬
が
又
來
る　
　
　
　
　
　
　
　
　

利
玄

（
利
）
結
句
「
又
冬
が
來
る
」
と
す
る
方
が
い
い

　
　
　

か
も
知
れ
ぬ
、

（
順
）
否
々
、

（
千
）「
櫁
柑
の
香
せ
り
」
は
よ
い
つ
か
ま
へ
物

　
　
　

だ
と
思
ふ
、

（
鷗
）
二
三
の
句
子
供
が
動
か
な
い
で
居
る
様
だ
、

（
洸
）
止
つ
て
居
て
い
ゝ
で
は
無
い
か
、
ニ
三
人

　
　
　

か
た
ま
つ
て
立
つ
て
居
る
の
だ
、

（
弌
）
草
木
の
見
え
な
い
下
町
の
住
居
の
、
然
も

僕
等
の
樣
な
ガ
チ
ャ
〳
〵
し
た
商
賣
し
て

ゐ
る
奴
は
秋
も
冬
も
分
ら
な
く
暮
ら
し
て

ゐ
る
、
そ
れ
が
祇
園
亭
の
横
町
か
ら
大
通

に
出
る
、
唐
物
屋
の
取
壞
さ
れ
た
前
に
露

店
で
果
物
を
賣
つ
て
ゐ
る
、
そ
こ
に
七
面

鳥
づ
ら
の
惡
太
郎
共
が
櫁
柑
の
皮
を
ヒ
ン

む
い
て
居
た
の
で
、
そ
う
〳
〵
も
う
來
月

は
暮
だ
つ
た
と
思
つ
た
の
は
ホ
ン
ニ
三
日

前
の
事
で
あ
つ
た
、
此
歌
に
接
し
て
感
深

し
、

　

本
人
の
自
作
の
評
、
川
田
順
、
石
榑
千
亦
、
角

鷗
東
、
新
井
洸
、
澤
弌
に
よ
る
評
が
面
白
い
。
特

に
澤
の
評
は
生
々
し
い
。
常
に
厳
し
い
評
を
述
べ

る
澤
が
「
感
深
し
」、
情
景
を
語
る
場
面
に
は
心

打
た
れ
る
も
の
が
あ
る
。
利
玄
は
『
白
樺
』
大
正

四
年
一
月
号
に
本
作
を
含
む
連
作
を
発
表
す
る
。

⑦
最
後
に

　

現
在
、
木
下
利
玄
の
歌
壇
に
お
け
る
評
価
は
同

時
代
に
活
躍
し
た
北
原
白
秋
や
若
山
牧
水
と
比
し

て
決
し
て
高
い
も
の
と
は
い
え
な
い
。
今
回
の
特

集
記
事
を
書
く
に
あ
た
り
、「
心
の
花
」
の
木
下

利
玄
追
悼
号
を
読
み
な
お
し
た
が
、
そ
こ
に
は
追

悼
号
と
は
思
え
な
い
辛
辣
な
言
葉
も
並
ん
で
い

た
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
今
な
お
愛
唱
さ

れ
る
利
玄
の
価
値
は
揺
ら
ぐ
も
の
で
は
な
い
。
今

回
、
本
稿
を
記
す
う
え
で
、
利
玄
の
名
歌
が
誕
生

す
る
ま
で
に
明
治
・
大
正
期
の
竹
柏
会
の
勉
強
会

が
果
た
し
た
役
割
を
再
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
た

こ
と
も
収
穫
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

注
１　

本
稿
で
は
誌
面
の
都
合
上
、旧
字
体
を
新

字
体
に
適
宜
改
め
て
い
る
。し
か
し
、本
引
用
歌
は

推
敲
過
程
を
明
確
に
す
る
う
え
で
も
元
の
表
記
を

用
い
て
、正
確
に
引
用
し
て
い
る
。

注
２　
「
曙
会
」
に
つ
い
て
は
、佐
佐
木
幸
綱
「
佐

佐
木
信
綱
論
の
一
章
」（「
心
の
花
」
昭
和
三
十
九

年
・
四
月
号
）、
矢
部
雅
之
「『
あ
け
ぼ
の
會
』
と

信
綱
」（「
心
の
花
」
平
成
十
八
年
・
六
月
号
）、

高
山
邦
男「『
あ
け
ぼ
の
會
』と
佐
佐
木
信
綱
」（「
佐

佐
木
信
綱
研
究
」
第
六
号
）
に
詳
し
い
論
と
基
礎

研
究
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
執
筆
に
あ
た

り
、
上
記
の
三
論
文
を
参
照
し
た
こ
と
を
明
記
し

て
お
く
。

※
引
用
文
は
『
定
本
木
下
利
玄
全
集　

散
文
篇
』

（
弘
文
堂　

昭
和
十
五
年
）
に
拠
り
ま
す
。
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木
下
利
玄『
銀
』論
　
宿
命
的
経
験
よ
り
生
ま
れ
た『
銀
』

西
村
康
平

・
い
ま
し
が
た
我
が
身
の
あ
り
し
丘
を
よ
そ
に
汽

　

車
は
汽
車
と
て
走
せ
す
ぎ
に
け
り

　
（『
銀
』
大
正
三
年
五
月
二
十
六
日
）

　

陸
奥
の
旅
か
ら
始
ま
る
本
歌
集
。
一
首
目
は
東

京
と
い
う
自
分
の
住
む
中
心
を
周
辺
か
ら
眺
め
る

と
い
う
構
成
で
あ
り
、
二
首
目
も
同
様
に
昼
の
遊

女
を
見
て
い
る
自
分
を
客
観
視
す
る
と
い
う
構
成

で
あ
る
。
当
初
歌
集
の
題
が
『
わ
が
身
』
で
あ
っ

た
こ
と
か
ら
も
自
身
へ
の
意
識
、
こ
だ
わ
り
と
い

う
も
の
が
色
濃
く
反
映
さ
れ
て
い
る
。
三
首
目
は

子
供
を
歌
っ
て
い
る
が
、「
雨
後
の
場
末
の
う
す

濁
り
川
」
と
い
う
鬱
屈
と
し
た
景
が
読
み
込
ま
れ

て
い
る
。
利
公
を
喪
っ
た
後
の
歌
で
あ
り
、
利
公

を
思
う
気
持
ち
が
感
ぜ
ら
れ
る
。
四
首
目
は
一
首

目
と
二
首
目
と
同
じ
よ
う
に
我
が
身
を
含
ん
だ
情

景
を
第
三
の
目
で
見
つ
め
て
い
る
。
そ
の
視
線
は

決
し
て
あ
た
た
か
な
も
の
で
は
な
く
、
ど
こ
か
物

侘
し
く
、
悲
し
み
が
漂
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。『
銀
』
が
利
公
の
為
と
い
う
前
提
が
あ
る
上
、

利
公
を
失
っ
た
後
の
歌
と
い
う
こ
と
か
ら
も
利
玄

の
眼
差
し
に
暗
い
影
が
あ
る
。
も
う
少
し
「
わ
が

身
」
に
関
す
る
歌
を
抽
出
し
て
い
き
た
い
。

・
人
帰
り
さ
く
ら
し
ら
み
て
く
る
ゝ
な
り
わ
が
身

　

ひ
と
つ
は
い
か
に
す
べ
け
む

・
高
き
木
の
新し
ん
め芽
見
あ
ぐ
る
わ
が
肌
の
汗
ば
み
い

　

と
し
夏
の
秋な
が
し
め波

・
我
が
顔
に
青
き
光
を
受
け
な
が
ら
藪
か
げ
草
の

　

肌
身
を
の
ぞ
く

・
足
袋
ぬ
げ
ば
春
の
皮は
だ
へ膚
と
我
が
素す
あ
し足
も
つ
れ
あ

　

ふ
こ
そ
わ
り
な
か
り
け
れ

　

歌
集
の
五
十
首
目
、
五
十
二
〜
五
十
四
首
目
を

抜
き
出
し
て
い
る
が
、
こ
の
あ
た
り
で
は
集
中
的

に
「
わ
が
身
」
に
つ
い
て
歌
わ
れ
て
い
る
。
利
玄

は
文
芸
雑
誌
『
白
樺
』
の
創
刊
に
も
参
加
し
て
お

り
、
自
身
の
短
歌
を
発
表
し
て
い
る
。
人
間
性
を

重
ん
じ
る
人
道
主
義
を
掲
げ
て
い
た
白
樺
派
で
あ

る
。
志
賀
直
哉
、
有
島
武
郎
、
武
者
小
路
実
篤
な

ど
の
作
家
と
の
交
流
も
あ
り
、
作
風
に
つ
い
て
は

影
響
を
受
け
て
い
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
会
派

の
作
風
に
影
響
を
受
け
る
習
作
期
を
読
み
解
く
上

　
『
銀
』
は
大
正
三
年
（
１
９
１
４
年
）
五
月

二
十
六
日
発
行
さ
れ
た
。
木
下
利
玄
が
二
十
八
歳

の
時
に
世
に
出
た
第
一
歌
集
で
あ
る
。
十
六
歳
か

ら
二
十
八
歳
ま
で
の
二
百
九
十
九
首
の
作
品
が
収

め
ら
れ
、
初
版
本
で
は
逆
年
順
に
編
ま
れ
て
い
る
。

　

木
下
利
玄
は
明
治
四
十
四
年
に
横
尾
照
子
と

結
婚
し
，
大
正
元
年
に
は
長
男
利
公
が
誕
生
す
る

が
，五
日
間
生
き
て
す
ぐ
に
死
去
し
て
い
る
。『
銀
』

の
巻
頭
に
「
我
が
亡
き
子
利
公
」
と
あ
る
の
は
利

玄
の
利
公
を
弔
う
と
同
時
に
悲
し
み
の
底
か
ら
の

親
心
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
歌
集
中

の
「
利
公
の
爲
め
に
」
は
『
銀
』
の
中
核
を
な
す

部
分
と
言
え
よ
う
。
歌
集
成
立
時
の
背
景
を
念
頭

に
置
き
な
が
ら
作
品
世
界
を
見
て
ゆ
き
た
い
。

・
東
京
を
遠
く
南
に
感
じ
つ
ゝ
白
石
町
を
と
ぼ
と

　

ぼ
あ
る
く

・
板
の
間
の
く
ら
き
に
昼
の
遊
女
ゐ
し
を
見
つ
ゝ

　

我
が
身
は
行
き
す
ぎ
し
な
り

・
棹
に
ほ
す
子
供
の
着
物
う
つ
り
た
る
雨う

ご後
の
場

　

末
の
う
す
濁
り
川
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・
愛
ら
し
き
眼
を
見
は
り
つ
ゝ
息
づ
け
る
苦
し
き

　

様
を
見
る
に
堪
へ
か
ぬ

・
人
皆
に
見
捨
て
ら
れ
た
る
床
の
上
に
わ
が
を
さ

　

な
児
が
眼
を
ひ
ら
き
ゐ
る

・
人
々
を
力
な
き
目
に
見
ま
は
せ
し
汝
が
い
ぢ
ら

　

し
さ
忘
れ
か
ね
つ
も　

　

い
ず
れ
の
歌
も
「
め
」（
目
、
眼
）
に
意
識
が

向
け
ら
れ
て
い
る
。
自
身
の
「
め
」、
そ
し
て
利

公
の
「
め
」。
利
公
は
月
足
ら
ず
、
つ
ま
り
未
熟

児
と
し
て
産
ま
れ
た
よ
う
で
外
界
で
の
生
活
に
耐

え
う
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
三

首
目
の
人
皆
に
見
捨
て
ら
れ
た
子
と
い
う
過
大
な

表
現
も
た
っ
た
五
日
間
で
我
が
子
と
死
別
し
た
利

玄
の
心
境
を
推
測
す
る
と
理
解
で
き
よ
う
。「
め
」

（
目
、
眼
）
と
い
う
事
物
を
ト
リ
ガ
ー
と
し
て
、

悲
し
み
は
深
く
な
っ
て
ゆ
く
。

・
う
け
口
の
く
ち
び
る
の
色
変
れ
る
に
水
を
そ
ゝ

　

ぎ
て
見
つ
め
見
つ
む
る

・
友
禅
の
を
ん
な
の
ご
と
き
小
袖
着
て
嬰え
い
じ児
は
瓶

　

の
底
に
し
づ
み
ぬ

・
父
母
の
涙
ぬ
ぐ
ひ
し
ハ
ン
ケ
チ
を
顔
に
あ
て
や

　

り
棺
ひ
つ
ぎ
に
を
さ
む

・
墓
地
の
杉
蝉
は
な
け
ど
も
い
と
し
子
は
姿
も
見

　

え
ず
土
に
入
り
つ
ゝ

・
若
き
母
頭
か
し
ら

痛
む
に
手
を
当
て
ゝ
む
か
ふ
わ
が

　

子
の
墓
標
の
白
さ

・
線
香
の
煙
墓
標
を
め
ぐ
れ
る
を
二
人
ふ
り
む
き

　

去
り
が
て
に
す
る
（
大
正
元
年
八
月
―
九
月
）

　

歌
の
配
列
に
つ
い
て
は
、
お
よ
そ
利
公
の
今
際

の
際
か
ら
し
ば
ら
く
の
時
を
経
た
順
と
な
っ
て
い

る
。
利
玄
の
妻
は
神
経
を
刺
激
し
て
身
体
に
何
か

あ
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
周
囲
の
考
え
で
我
が

子
の
死
に
顔
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い

う
。
ま
た
ハ
ン
カ
チ
の
他
に
、
人
形
や
歌
を
書
い

た
紙
を
入
れ
た
と
あ
る
。
く
ち
び
る
の
色
、
友
禅

染
の
死
装
束
、
濡
れ
た
ハ
ン
カ
チ
、
墓
地
の
蝉
，

墓
標
の
白
さ
、
ど
の
叙
景
も
臨
場
感
に
溢
れ
、
利

玄
の
深
い
内
省
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
初
子

を
喪
う
と
い
う
宿
命
的
な
経
験
、
そ
し
て
何
よ
り

親
心
か
ら
生
ま
れ
た
こ
の
一
連
は
多
く
の
人
の
心

を
撲
つ
こ
と
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
の
歌
も
悲
哀
に

満
ち
た
挽
歌
で
あ
る
が
、
対
象
を
細
か
に
丁
寧
に

見
て
、
写
し
取
ろ
う
と
い
う
作
歌
の
姿
勢
が
こ
の

習
作
期
か
ら
も
見
て
と
れ
る
。『
銀
』
は
利
玄
の

準
備
期
と
い
う
意
見
も
見
ら
れ
る
。
一
方
で
内
面

を
深
く
見
つ
つ
、
官
能
的
感
傷
的
な
初
期
の
作
風

が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
後
年
の
作
風
に
至
る
こ
と
が

で
き
た
は
ず
で
あ
る
。
利
玄
を
読
み
解
く
上
で
多

く
の
ヒ
ン
ト
が
『
銀
』
に
は
詰
ま
っ
て
い
る
。

で
ヒ
ン
ト
と
な
る
四
首
で
あ
る
。
一
首
目
は
何
か

の
集
ま
り
、
も
し
く
は
宴
会
の
後
の
孤
独
感
を

歌
っ
た
も
の
で
、
い
さ
さ
か
抽
象
的
で
あ
る
。
白

む
桜
と
わ
が
身
ひ
と
つ
の
取
り
合
わ
せ
は
寂
し
さ

を
い
っ
そ
う
深
く
し
て
い
る
。
二
首
目
、
自
身
へ

の
意
識
は
継
続
し
な
が
ら
も
、
他
者
へ
の
意
識
も

登
場
す
る
。
秋
波
は
美
人
の
涼
し
い
目
も
と
、
女

性
の
こ
び
を
含
ん
だ
目
つ
き
と
い
う
意
味
で
あ

る
。
夏
の
汗
ば
む
ひ
と
場
面
を
歌
い
な
が
ら
、
何

処
か
清
涼
感
が
漂
う
の
は
「
新
芽
」、「
い
と
し
」、

「
秋
波
」
と
い
っ
た
語
の
影
響
だ
ろ
う
。
そ
ん
な

自
身
へ
の
意
識
が
続
く
三
首
目
。「
藪
か
げ
」
は

『
銀
』
の
中
で
も
散
見
さ
れ
る
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。

自
然
の
事
物
を
歌
い
な
が
ら
、
肌
身
と
い
う
肉
体

を
想
起
さ
せ
る
語
に
よ
っ
て
歌
に
余
韻
を
与
え
て

い
る
。
四
首
目
も
三
首
目
と
同
様
に
、
肉
体
を
想

起
さ
せ
る
語
を
用
い
な
が
ら
、
よ
り
一
層
意
識
は

自
身
へ
と
向
い
て
い
る
。
目
に
は
見
え
な
い
春
の

皮
膚
と
感
覚
が
共
有
さ
れ
る
素
足
が
も
つ
れ
あ
う

イ
メ
ー
ジ
は
な
ん
と
も
斬
新
で
あ
り
、
自
身
を
見

つ
め
る
眼
差
し
の
解
像
度
は
上
が
っ
て
い
る
。

　

そ
し
て
『
銀
』
の
中
心
と
言
え
る
「
利
公
の
爲

め
に
」
に
目
を
移
し
て
い
き
た
い
。

・
あ
す
な
ろ
の
高
き
梢
を
風
わ
た
る
わ
れ
は
涙
の

　

目
を
し
ば
た
ゝ
く
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竹
井
成
美

・
亡
き
吾
子
の
帽
子
の
う
ら
の
汚
れ
み
て
そ
の
夭は
や

　

死じ
に

を
い
た
い
け
に
お
ぼ
ゆ

　

病
に
苦
し
み
死
去
し
た
愛
児
の
最
期
を
見
届

け
、
思
い
出
に
浸
る
父
親
の
悲
哀
が
溢
れ
る
。

　

そ
し
て
、
旅
の
始
ま
り
と
思
わ
れ
る
「
出
石
よ

り
久
美
濱
へ
」
の〝
小
學
校
生
徒
遠
游
〟の
収
録
歌

に
は
、
少
年
ら
の
姿
に
二
郎
の
成
長
し
た
姿
を
重

ね
る
か
の
よ
う
な
次
の
歌
が
あ
る
。

・
少
年
等
相
ひ
つ
れ
お
よ
ぎ
は
じ
め
た
り
見
て
ゐ

　

れ
ば
寧
ろ
か
な
し
き
ろ
か
も

・
子
供
ら
は
お
よ
ぎ
か
へ
り
來く
ま
も
り
ぶ
ね

護
衞
船
や
う
や
く

　

大
き
く
見
え
て
き
た
り
ぬ

　

第
一
首
は
、
未
だ
二
郎
の
死
の
悲
し
み
か
ら
脱

し
て
い
な
い
利
玄
の
目
に
は
、
少
年
ら
へ
の
教
師

の
指
導
は
酷
で
あ
り
、
少
年
ら
を
む
し
ろ
不
憫
に

思
う
姿
が
、
第
二
首
の
、
無
事
に
戻
る
姿
に
胸
を

撫
で
お
ろ
す
利
玄
が
目
に
浮
か
ぶ
。

　

旅
は
進
み
、
時
々
に
出
会
う
自
然
が
利
玄
の
内

な
る
悲
し
み
を
外
に
向
け
さ
せ
る
か
の
よ
う
に
、

大
正
五
年
十
一
月
の
、
出
雲
か
ら
石
見
へ
向
か
う

歌
に
は
、一
味
違
う
利
玄
独
自
の
歌
が
展
開
す
る
。

・
料
理
屋
の
二
階
の
灯ほ

か
げ
三
味
の
音
寒か
ん
げ
つ月
の
下も
と

　

に
い
た
く
さ
び
し
も

・
脊
お
ひ
た
る
垂
穂
の
お
も
み
百
姓
は
た
へ
つ
ゝ

　

あ
ゆ
む
一ひ
と
あ
し足
ひ
と
あ
し

　

第
一
首
は
、「
月
光
」
の
収
録
歌
で
、
旅
籠
に
た

ど
り
着
く
も
、
灯
と
三
味
の
音
さ
え
、
寒
月
の
下

で
は
利
玄
の
心
を
癒
す
に
は
至
ら
な
か
っ
た
か
。

第
二
首
は
、「
晩
歸
」
の
収
録
歌
で
、
刈
穂
を
背

負
い
、
そ
の
重
さ
に
耐
え
な
が
ら
家
路
を
急
ぐ
百

姓
の
姿
は
、
ま
さ
に
ミ
レ
ー
の
「
晩
鐘
」
や
「
落

穂
ひ
ろ
い
」
の
風
景
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。

　

利
玄
自
身
『
李
靑
集
』
に
「
…
刈
穂
を
背
負
つ

て
来
る
百
姓
た
ち
を
見
た
時
や
…
そ
の
事
象
の
中

に
、
自
分
が
歌
に
作
り
度
い
と
思
ふ
も
の
を
瞭
然

と
見
ま
し
た
…
」
と
記
し
て
い
る
歌
で
あ
ろ
う
。

　

と
り
わ
け
、
第
一
首
の
結
句
「
い
た
く
さ
び
し

も
」
と
、
第
二
首
の
結
句
「
一
足
ひ
と
あ
し
」
に

は
、
自
然
描
写
の
中
に
人
間
的
情
感
を
秘
め
た
歌

人
と
し
て
の
利
玄
誕
生
の
予
感
が
す
る
。

　

第
二
歌
集
『
紅
玉
』
は
、
大
正
五
年
六
月
か
ら

の
長
期
旅
を
終
え
、
住
吉
（
兵
庫
県
）
で
の
仮
住

ま
い
で
自
ら
編
集
し
、
八
年
七
月
に
発
刊
さ
れ

た
。
利
玄
の
習
作
時
期
と
さ
れ
る
第
一
歌
集『
銀
』

の
作
風
か
ら
脱
し
、
第
三
歌
集
『
一
路
』
へ
と
繋

ぐ
、
利
玄
特
有
の
世
界
観
を
新
た
に
樹
立
し
て
行

く
五
一
七
首
か
ら
な
る
。　

　

大
正
元
年
八
月
の
誕
生
間
も
な
い
長
男
・
利
公

の
死
、
そ
し
て
大
正
三
年
誕
生
の
次
男
・
二
郎
も

二
歳
に
届
か
ず
死
去
。
相
次
ぐ
不
幸
で
失
意
の
ど

ん
底
に
あ
っ
た
妻
・
照
子
を
伴
い
、
関
西
、
山
陰
、

九
州
各
地
を
、
時
に
は
逗
留
し
な
が
ら
、
ひ
な
び

た
地
を
気
ま
ま
に
転
々
と
巡
る
、
あ
る
意
味
、

無
謀
と
さ
え
思
え
る
旅
で
あ
る
が
、
そ
の
時
々
の

自
然
が
魂
を
揺
さ
ぶ
り
、
最
終
的
に
別
府
で
の
長

女
・
夏
子
の
誕
生
と
死
を
経
て
、
利
玄
の
歌
風
を

確
立
さ
せ
て
行
く
旅
で
も
あ
っ
た
と
言
え
る
。

　

歌
集
は
、
旅
が
始
ま
る
前
の
日
常
で
の
自
然
描

写
の
歌
か
ら
、
大
正
四
年
十
二
月
死
去
の
「
二
郎

に
」
で
一
転
、
悲
し
み
の
歌
に
。

木
下
利
玄『
紅
玉
』論
　
旅
を
通
し
た
自
然
の
歌
と
愛
児
へ
の
挽
歌
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程
が
記
さ
れ
て
い
る
。
病
院
か
ら
葬
儀
、
谷
中
の

墓
地
ま
で
、
夏
子
を
父
親
の
記
憶
と
し
て
克
明
に

歌
の
中
に
残
す
こ
と
で
、
夭
逝
し
た
愛
児
へ
の
挽

歌
と
し
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。　

　

い
ず
れ
の
歌
も
、
夏
子
の
死
を
一
連
の
物
語
の

よ
う
に
綴
っ
て
い
る
が
、
中
で
も
次
の
歌
は
、
父

親
と
し
て
の
悼
惜
と
慟
哭
に
胸
が
痛
む
。

・
金こ
ん
り
ん
ざ
い

輪
際
な
く
な
れ
る
子
を
聲
か
ぎ
り
こ
の
世
の

　

も
の
の
呼
び
に
け
る
か
な

　

一
方
、「
夏
子
に
」
の
最
後
に
置
か
れ
た
次
の

二
首
は
、
愛
児
三
人
へ
の
詫
び
状
と
も
読
め
る
。

・
お
く
つ
き
は
並
び
た
れ
ど
も
う
つ
し
世
に
相
ひ

　

逢
は
ざ
り
し
吾
子
三
人
は
や

・
こ
れ
や
こ
の
三
人
の
吾
子
の
墓
ど
こ
ろ
土
の
し

　

め
り
に
身
を
か
ゞ
め
け
り

　

愛
児
た
ち
は
相
ま
み
え
る
こ
と
な
く
こ
の
世
を

去
り
「
土
の
し
め
り
」
の
中
で
並
ん
で
横
た
わ
る
。

愛
児
た
ち
の
死
を
親
と
し
て
悲
し
む
だ
け
で
な

く
、
相
ま
み
え
る
こ
と
の
叶
わ
な
か
っ
た
三
人
相

互
の
悲
し
み
に
ま
で
想
い
を
い
た
し
、
ひ
た
す
ら

詫
び
る
利
玄
が
そ
こ
に
い
る
よ
う
だ
。

　

そ
の
最
後
の
句
「
土
の
し
め
り
」
は
、『
紅
玉
』

巻
頭
に
「
土
の
し
め
り
」
と
し
て
あ
り
、
自
選
歌

集
『
立
春
』
に
は
次
の
一
首
が
選
ば
れ
て
い
る
。

・
草
は
み
な
し
め
れ
る
土
に
め
い
〳
〵
の
か
げ
を

　

お
と
せ
り
日
の
夕
ぐ
れ
に

　

こ
の
歌
の
「
み
な
」
と
「
め
い
〳
〵
の
か
げ
」
は
、

愛
児
三
人
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
。

　

日
記
に
も
、「
夏
子
に
」
が
何
度
か
登
場
後
に
、

『
紅
玉
』
整
理
、「
土
の
し
め
り
」
完
了
、
と
時
系

列
で
確
認
で
き
、
冒
頭
「
土
の
し
め
り
」
は
、
愛

児
と
の
思
い
出
を
閉
じ
込
め
、
新
た
に
詠
ま
れ
た

可
能
性
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

そ
の
真
意
は
と
も
か
く
、
自
ら
の
編
集
と
、
日

記
に
よ
る
と
最
後
に
佐
佐
木
信
綱
の
意
見
を
求
め

た
、
思
い
入
れ
の
強
い
歌
集
『
紅
玉
』
と
し
て
世

に
送
り
だ
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

利
玄
は
、
長
期
に
わ
た
る
旅
と
愛
児
三
人
の
死

を
通
し
て
、
時
に
父
親
と
し
て
、
時
に
歌
人
と
し

て
、
心
の
う
ち
に
私
的
な
も
の
を
秘
め
つ
つ
も
、

そ
の
事
象
そ
の
も
の
の
有
り
様
と
美
を
絵
画
的
描

写
で
綴
り
、
利
玄
独
自
の
歌
の
世
界
を
樹
立
し
て

行
っ
た
と
言
え
よ
う
。

※
引
用
歌
は
五
島
茂
編
『
木
下
利
玄
全
歌
集
』（
岩

　

波
書
店　

一
九
五
一
年
）
に
拠
り
ま
す
。

　

九
州
各
地
の
一
人
旅
を
含
め
、
大
正
五
年
十
二

月
か
ら
一
年
余
り
の
逗
留
地
・
別
府
で
の
十
三
首

か
ら
な
る
「
波
浪
」
の
収
録
歌
に
は
、
利
玄
の
歌

人
と
し
て
の
生
命
力
を
感
じ
さ
せ
る
歌
が
並
ぶ
。

・
の
び
あ
が
り
倒
れ
ん
と
す
る
潮う
し
ほ
な
み
あ
お
ゝ

波
蒼
々
た
て
る

　

立
ち
の
ゆ
ゝ
し
も

　

そ
の
巻
頭
歌
で
、
打
ち
寄
せ
る
波
が
大
き
く
立

ち
上
が
り
砕
け
散
る
一
瞬
の
青
々
と
し
た
様
は
な

ん
と
素
晴
ら
し
い
こ
と
か
と
、
躍
動
す
る
波
を
擬

人
的
に
克
明
に
描
写
し
、「
ゆ
ゝ
し
」
と
い
う
表

現
に
は
利
玄
特
有
の
感
性
が
光
る
。

　

同
じ
く
別
府
で
の
「
接
骨
木
の
新
芽
」
の
収
録

歌
に
は
、
そ
れ
と
は
趣
の
異
な
る
歌
が
続
く
。

・
に
は
と
こ
の
新し
ん
め芽
ほ
ど
け
ぬ
そ
の
中
に
そ
の
中

　

の
芽
の
た
ゝ
ま
り
て
ゐ
る

　

大
正
六
年
六
月
の
初
め
て
の
女
児
・
夏
子
の
誕

生
を
前
に
、「
に
は
と
こ
」
の
新
芽
に
、
生
ま
れ

く
る
子
の
存
在
を
重
ね
、
そ
の
誕
生
を
心
待
ち
に

す
る
父
親
の
想
い
が
透
け
て
見
え
る
。

　

し
か
し
、
夏
子
誕
生
の
喜
び
も
束
の
間
、
病
状

悪
化
で
、ま
た
し
て
も
愛
児
を
失
う
こ
と
に
な
る
。

　

歌
集
最
後
に
置
か
れ
た
「
夏
子
に
」
は
、
破
格

の
五
十
五
首
か
ら
な
る
。
別
府
か
ら
移
り
住
ん
だ

住
吉
で
の
「
住
吉
日
記
」
に
は
、
夏
子
の
死
か
ら

立
ち
直
れ
な
い
中
に
改
作
を
重
ね
て
完
成
す
る
過
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髙
良
真
実

ひ
ろ
が
り
」
と
八
音
に
な
っ
て
い
る
。
四
・
四
調

と
い
う
の
は
、「
な
だ
れ
の
」「
ひ
ろ
が
り
」
と
フ

レ
ー
ズ
が
四
音
二
つ
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る

こ
と
に
よ
る
呼
称
だ
。
結
句
字
余
り
は
も
っ
た
り

と
し
た
韻
律
に
な
る
こ
と
か
ら
避
け
ら
れ
が
ち
で

あ
る
が
、
利
玄
は
そ
れ
を
恐
れ
ず
、
む
し
ろ
富
士

山
頂
か
ら
見
た
傾
れ
の
雄
大
さ
を
描
写
す
る
た
め

に
こ
れ
を
利
用
し
て
い
る
。

　

字
余
り
の
例
を
も
う
少
し
見
て
み
よ
う
。

・
軍ぐ
ん
か
ん艦
の
八は
ち
ま
ん幡
ゆ
る
が
ぬ
胴ど
う

な
か
を
さ
ゞ
な
み
う

　

て
り
湾わ
ん

の
し
づ
け
さ

・
近ち
か
ご
ろ頃
は
四し
か
い海
波な
み
し
づ静
か
な
れ
ば
軍ぐ
ん
か
ん艦
も
こ
の
浦う
ら

に

　

来き

て
ど
ん
た
く
を
せ
り

　

歌
集
巻
末
を
飾
る
歌
を
引
い
た
。
一
首
目
は

二
句
目
八
音
の
四
・
四
調
。
二
首
目
は
二
句
目
が

十
一
音
の
大
き
な
破
調
と
な
っ
て
い
る
。「
ど
ん

た
く
」
は
オ
ラ
ン
ダ
語
の
日
曜
日
、
転
じ
て
休
日

を
意
味
す
る
。
軍
艦
は
国
家
の
軍
事
力
の
象
徴
で

あ
る
が
、
利
玄
に
か
か
れ
ば
の
っ
そ
り
と
し
た
海

獣
の
ご
と
く
描
写
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
短
歌

の
発
想
は
童
謡
的
で
あ
り
、
親
し
み
や
す
い
。

　
「
親
し
み
」は
利
玄
鑑
賞
に
お
け
る
一
つ
の
キ
ー

ワ
ー
ド
に
な
り
そ
う
だ
。
飾
ら
ず
に
言
え
ば
、
か

わ
い
い
、
と
で
も
な
ろ
う
か
。
方
向
性
の
似
て
い

る
歌
を
も
う
少
し
引
い
て
み
る
。

・
宵よ
ひ

の
雪ゆ
き

か
つ
と
け
て
ゐ
る
樋と
ひ

の
音お
と

つ
く
〴
〵
き

　

け
ば
弾は
づ

み
て
鳴な

れ
り

・
前ま
へ

に
堂だ
う
よ
こ横
に
塔た
ふ

あ
り
埴は
に
し
ろ白
き
境け
い
だ
い内
わ
れ
等ら

を
容い

　

れ
て
し
づ
も
る

　

こ
の
二
首
に
は
押
韻
が
あ
る
。
一
首
目
で
は「
宵
」

と
「
樋
」
で
「
ｏ
ｉ
」
の
頭
韻
、二
首
目
で
は
「
堂
」

と
「
塔
」
で
「
ｏ
ｕ
」
の
脚
韻
が
踏
ま
れ
て
い
る
。

内
容
面
で
は
飾
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
一
首
目
で
は

降
雪
の
音
と
、
雪
が
溶
け
て
樋
を
伝
う
水
の
音
の

両
方
が
弾
ん
で
い
る
こ
と
だ
け
が
語
ら
れ
て
い
る
。

二
首
目
で
も
宿
泊
し
て
い
る
寺
の
境
内
が
静
か
で

あ
る
こ
と
だ
け
を
描
写
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
歌

か
ら
想
像
さ
れ
る
主
体
像
は
朴
訥
だ
。

　

押
韻
だ
け
で
な
く
擬
音
語
・
擬
態
語
の
多
用
も

『
一
路
』
の
特
徴
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

木
下
利
玄
は
「
心
の
花
」
の
後
輩
で
あ
る
五
島

茂
に
愛
さ
れ
た
歌
人
だ
っ
た
。
全
集
の
解
説
も
茂

の
手
に
よ
る
。
茂
の
没
後
は
、『
白
樺
』
派
唯
一

の
歌
人
と
し
て
文
学
研
究
の
題
材
に
な
る
の
み
だ
。

　

こ
の
状
況
に
あ
っ
て
、「
心
の
花
」
の
系
譜
で

あ
る
か
ら
、
と
い
う
理
由
を
越
え
て
、
利
玄
の
歌

を
顧
み
る
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は

利
玄
回
顧
の
意
義
を
、
生
前
最
後
に
刊
行
さ
れ
た

歌
集
で
あ
る
『
一
路
』
を
通
し
て
考
え
て
い
き
た

い
。

　

利
玄
の
歌
の
特
徴
は
、
大
胆
な
字
余
り
と
口
語

的
発
想
、
そ
し
て
「
利
玄
調
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と

も
あ
る
四
・
四
調
の
韻
律
に
あ
る
。
四
・
四
調
の
作

例
を
一
首
引
こ
う
。

・
山や
ま

に
酔よ

へ
る
眼め

を
ひ
き
入い

れ
て
我わ

れ
の
前ま
へ

に
奈な

　

落ら
く

へ
低ひ
く

ま
る
傾な
だ

れ
の
ひ
ろ
が
り

　
　
　
　
　
　
　

木
下
利
玄『
一
路
』（
一
九
二
四
）

　
「
富
士
山
へ
上
る
」
と
題
さ
れ
た
一
連
か
ら
引

い
た
。
下
句
に
注
目
す
る
と
、
四
句
目
が
「
な
ら

く
へ
ひ
く
ま
る
」
と
八
音
、
結
句
も
「
な
だ
れ
の

木
下
利
玄『
一
路
』論
　
利
玄
の
音
楽
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の
葉
っ
ぱ
が
う
る
さ
い
の
で
首
を
振
っ
て
い
る
わ

け
だ
。

　

三
首
目
は
ま
た
足
音
の
歌
で
あ
る
。
利
玄
が
幼

稚
園
を
訪
れ
た
際
の
歌
で
、
訪
問
の
理
由
は
連
作

中
特
に
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

な
ん
と
な
く
子
ど
も
が
好
き
で
あ
ろ
う
こ
と
は
伝

わ
っ
て
く
る
。
た
だ
騒
が
し
い
と
す
る
の
で
は
な

く
「
子
供
の
力
」
と
し
た
点
か
ら
も
、
子
ど
も
達

に
対
す
る
親
し
み
の
ま
な
ざ
し
は
見
て
取
れ
る
。

思
い
返
せ
ば
、『
一
路
』
初
版
本
の
装
幀
も
手
鞠

遊
び
を
す
る
少
女
の
絵
で
あ
っ
た
。

　

こ
こ
ま
で
利
玄
の
童
謡
的
な
作
例
を
見
て
き
た

の
で
あ
る
が
、
同
様
の
方
向
性
を
も
つ
歌
人
に
は

北
原
白
秋
が
い
る
。
利
玄
を
白
秋
に
比
肩
す
る
歌

人
と
し
て
語
る
こ
と
は
可
能
だ
ろ
う
か
。

・
か
は
た
れ
の
ロ
ウ
デ
ン
バ
ツ
ハ
芥
子
の
花
ほ
の

　

か
に
過
ぎ
し
夏
は
な
つ
か
し

　
　
　
　
　
　

北
原
白
秋『
桐
の
花
』（
一
九
一
三
）

　

脚
韻
を
含
む
白
秋
の
歌
を
引
い
た
。
こ
の
歌
で

は
「
バ
ッ
ハ
」
と
「
は
な
」
で
「
ａ
ａ
」
の
音
が

共
通
し
て
い
る
。
ロ
ー
デ
ン
バ
ッ
ハ
は
川
の
名
で

あ
ろ
う
。
川
と
そ
の
ほ
と
り
に
咲
く
芥
子
の
花
を

過
ぎ
て
来
た
夏
を
懐
か
し
む
の
で
あ
る
が
、
先
に

引
い
た
「
わ
た
り
た
り
」
同
様
に
、「
な
つ
か
し
」

に
は
既
に
「
な
つ
」
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
歌

に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
白
秋
は
瀟
洒
で
あ
り
、
対

す
る
利
玄
は
朴
訥
で
あ
る
。
言
葉
の
魔
力
と
い
う

観
点
か
ら
も
、
西
洋
の
地
名
を
引
用
す
る
白
秋
に

は
敵
わ
な
い
だ
ろ
う
。

　

洗
練
さ
れ
た
韻
律
を
目
指
す
の
で
あ
れ
ば
、
範

を
と
る
べ
き
は
利
玄
よ
り
も
白
秋
で
あ
る
。
功
利

的
に
考
え
る
な
ら
ば
、
や
は
り
「
心
の
花
」
の
系

譜
で
あ
る
こ
と
を
除
い
て
利
玄
回
顧
の
意
義
を
考

え
る
こ
と
は
難
し
そ
う
だ
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
功
利
的
な
動
機
だ
け
で
歌
を

鑑
賞
す
る
の
は
貧
し
い
。
現
代
の
喧
噪
を
離
れ
た

い
と
き
に
は
、
ゆ
っ
た
り
と
し
た
利
玄
の
音
楽
に

耳
を
か
た
む
け
る
の
も
悪
く
な
い
と
思
う
。『
一

路
』
の
歌
は
い
つ
で
も
穏
や
か
だ
。

・
日ひ
う
が
ぢ

向
路
の
街か
い
だ
う道
埃ぼ
こ
り
は
い灰
ぼ
こ
り
馬ば
し
や車
に
て
日ひ

ね
も

　

す
南
み
な
み
し
南
み
な
み
す

　
　
　
　
　
　
　

木
下
利
玄『
一
路
』（
一
九
二
四
）

※
引
用
歌
は
『
現
代
短
歌
全
集　

第
五
巻
』（
筑
摩

　

書
房
）
所
収
の
『
一
路
』（
大
正
十
三
年
十
二
月

　

二
十
五
日　

竹
柏
会
発
行
）
に
拠
り
ま
す
。

・
寒さ
む

き
日ひ

の
街か
い
だ
う道
を
来き

て
里さ
と
が
は川
の
ど
ん
〴
〵
橋ば
し

を

　

踏ふ

み
わ
た
り
た
り

・
ま
な
か
ひ
の
葵
あ
ふ
ひ
う
る
さ
み
首く
び

ふ
れ
る
祭
ま
つ
り
の
馬う
ま

が

　

こ
ぽ
こ
ぽ
と
ほ
る

・
足あ
し

ぶ
み
す
る
子こ
ど
も供
の
力
ち
か
ら

寄よ

り
集
あ
つ
ま
り
と
ゞ
ろ
〳
〵

　

と
廊ら
う
か下
が
鳴な

る
も

　

一
首
目
に
は
「
下
野
国
粟
野
」
と
詞
書
が
つ
い

て
い
る
。「
ど
ん
〴
〵
橋
」
は
踏
む
と
音
が
す
る
木

製
の
橋
で
あ
り
、「
里
川
」
と
同
様
に
固
有
名
詞

で
は
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
、
音
が
鳴
る
と
い
う

の
は
楽
し
い
。
子
ど
も
用
の
靴
に
は
歩
く
と
ぴ
い

ぴ
い
鳴
る
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
履
い
た
子
ど

も
は
実
に
楽
し
そ
う
に
歩
く
も
の
で
あ
る
が
、
利

玄
も
歩
い
た
そ
ば
か
ら
音
が
鳴
る
の
で
楽
し
か
っ

た
の
か
も
知
れ
な
い
。
何
を
隠
そ
う
「
ど
ん
〴
〵

橋
」
は
連
作
の
タ
イ
ト
ル
に
な
っ
て
い
る
。
結
句

の
助
動
詞
を
「
た
り
」
と
し
た
の
も
、「
わ
た
り

た
り
」
と
音
を
繰
り
返
す
意
図
が
あ
っ
て
の
こ
と

だ
ろ
う
。

　

二
首
目
は
馬
の
動
作
が
か
わ
い
い
歌
だ
。
京
都

の
葵
祭
を
訪
れ
た
際
の
も
の
で
、
詞
書
に
は
「
馬

も
額
に
葵
葉
を
つ
け
ら
れ
居
り
」
と
あ
る
。
念
の

た
め
「（
形
容
詞
の
語
幹
）
＋
み
」
は
「（
形
容
詞
）

な
の
で
〜
」
を
意
味
す
る
古
い
用
法
で
あ
る
こ
と

を
注
記
し
て
お
く
。
つ
ま
り
馬
は
視
界
に
入
る
葵
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久
松
宏
二

気
悪
化
の
為
に
、
散
文
は
殆
ん
ど
口
授
筆
記
に
加

筆
し
、
日
記
は
よ
り
多
く
自
己
執
筆
だ
が
、
い
づ

れ
も
極
め
て
短
い
も
の
乍
ら
短
歌
作
品
の
前
進
深

化
と
対
応
し
て
（
以
下
略
）」（
前
出
弘
文
堂
「
散

文
篇
」
解
説
。
傍
線
筆
者
以
下
同
）
と
述
べ
る
。

②
大
正
十
三
年
の
利
玄
の
状
態

　

大
正
十
一
年
春
、
肺
結
核
に
か
か
り
以
来
病
臥
。

こ
の
頃
の
日
記
に
つ
い
て
五
島
は
「『
み
か
ん
の
木
』

へ
の
深
化
を
は
ら
む
で
病
臥
に
す
で
に
馴
れ
て
し

づ
か
な
る
境
涯
を
示
し
、
自
然
風
物
を
更
に
ふ
か
く

視
つ
め
、
古
人
の
伝
記
を
よ
み
ふ
か
め
て
ゐ
る
日

の
日
記
」（
前
出
「
散
文
篇
」）
と
位
置
付
け
る
。
本

稿
で
は
大
正
十
三
年
の
「
名
越
日
記
」
に
「『
み
か

ん
の
木
』
へ
の
深
化
を
は
ら
む
」
で
い
る
様
を
見
る
。

③「
み
か
ん
の
木〈
室
内
花
卉 
十
五
首
〉」

　
「
み
か
ん
の
木
〈
室
内
花
卉
〉」
に
日
記
が
反
映
し

て
い
る
記
事
。
な
お
、
こ
の
部
分
は
五
島
の
、
第
一

書
房
「
利
玄
編
」
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
が
、
よ
り

詳
し
く
関
係
性
を
指
摘
す
る
。（
日
記
は
適
宜
略
す
）

五
月
一
日
午
前
、
葛
西
ヶ
谷
の
間
嶋
弟
彦
氏
よ

り
使
来
り
、
庭
園
の
牡
丹
五
輪
、
白
、
眞
紅
、

も
ゝ
い
ろ
三
種
、
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
一
鉢
に
手
紙

が
添
つ
て
「
山
一
つ
隔
て
ゝ
住
ん
で
ゐ
る
が
、

ま
だ
お
訪
ね
も
し
な
い
が
、
余
の
健
康
は
如
何

か
。
け
ふ
こ
の
花
を
お
く
る
。」

牡
丹
に
は
、け
さ
の
小
雨
の
露
が
結
ん
で
ゐ
て
、

富
貴
濃
艶
美
麗
さ
、
何
と
も
云
へ
ぬ
。
独
り
で

見
る
の
が
物
足
り
な
い
ほ
ど
だ
。

二
日
き
の
ふ
贈
ら
れ
た
牡
丹
の
花
、
飽
か
ず
眺

め
た
。

十
九
日
夕
刻
、
間
嶋
氏
よ
り
使
ひ
に
て
、
芍
薬
、

白
と
赤
紫
、
バ
ラ
赤
五
花
、
樺
一
輪
お
く
つ
て

く
れ
た
。
非
常
に
美
し
。

二
十
三
日
間
嶋
弟
彦
氏
よ
り
使
に
て
薔
薇
の
剪

花
数
輪
お
く
ら
る
。

鮮
ら
し
き
薔
薇
の
剪
花
朝
園
の
鋏
の
音
を
き
く

こ
ゝ
ち
す
る

と
い
ふ
一
首
を
書
い
て
、礼
状
を
使
ひ
に
渡
す
。

①
『
み
か
ん
の
木
』
と
利
玄
の
日
記

　
「
第
四
歌
集
『
み
か
ん
の
木
』
は
利
玄
を
不
朽

に
し
た
集
。
故
人
危
篤
の
床
に
遺
嘱
を
受
け
て
私

が
編
集
、
遺
稿
と
し
て
大
正
十
四
年
十
二
月
世
に

問
う
た
歌
文
集
『
李
靑
集
』
の
一
部
。（
中
略
）

大
正
十
三
年
始
か
ら
十
四
年
一
月
、
死
の
数
週
前

ま
で
に
及
ぶ
。
収
載
歌
数
一
一
一
首
。」（
岩
波
文
庫

　
『
木
下
利
玄
全
歌
集
』　

五
島
茂
編　

一
九
五
一

年
発
行
）
の
五
島
茂
解
説
で
あ
る
。
そ
の
後
、
昭

和
十
二
年
に『
短
歌
文
学
全
集	　

木
下
利
玄
篇（
第

一
書
房
）』、
同
十
五
年
『
木
下
利
玄
全
集
散
文
篇

（
弘
文
堂
）』
で
は
そ
れ
ま
で
未
発
表
の
日
記
が
掲

載
さ
れ
た
。
こ
の
編
集
を
し
た
石
榑
茂
（
五
島
茂

と
同
一
。
以
下
五
島
）
は
次
の
よ
う
に
記
す
。「
日

記
の
光
に
よ
つ
て
利
玄
作
品
を
見
る
こ
と
が
利
玄

作
品
へ
の
理
解
に
と
つ
て
い
か
に
至
重
で
あ
る

か
、
僕
は
今
度
そ
れ
を
痛
感
し
た
。」（
前
出
第
一

書
房
「
利
玄
篇
」
後
記
）。
ま
た
『
み
か
ん
の
木
』

と
の
関
係
に
つ
い
て
は
「
こ
の
最
後
の
時
期
は
病

木
下
利
玄『
み
か
ん
の
木
』論
　「
名
越
日
記
」か
ら
考
え
る
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の
歌
だ
。
以
上
の
よ
う
に
、
日
記
に
は
〈
室
内
花

卉
〉
の
由
来
が
載
る
。
そ
し
て
日
記
の
傍
線
部
か

ら
も
、歌
の
「
前
進
深
化
」
の
様
が
見
て
取
れ
る
。

④
芭
蕉
へ
の
思
い

一
月
八
日
紅
玉
堂
か
ら
、
半
田
氏
著
「
芭
蕉
俳

句
新
譯
」
一
冊
送
つ
て
く
れ
た
。

三
月
十
日
花
屋
日
記
を
読
む
。
芭
蕉
の
死
に
臨

ん
で
の
、
凛
然
た
る
態
度
、
師
弟
の
情
誼
の
美

し
さ
等
、
人
を
感
動
せ
し
め
る
。

九
月
二
十
四
日
「
潮
音
」
の
「
芭
蕉
俳
句
研
究
」

よ
ん
だ
。

十
月
七
日
「
賡
芭
蕉
俳
句
研
究
」
読
む
。
二
十

日　

芭
蕉
俳
句
研
究
よ
む
。
二
十
三
日　

芭
蕉

俳
句
研
究
よ
み
了
る
。
面
白
か
つ
た
。
二
十
四

日
「
芭
蕉
の
言
葉
」
よ
む
。
面
白
か
つ
た
。

十
一
月
十
五
日
ピ
オ
ニ
ロ
社
よ
り「
芭
蕉
研
究
」

送
り
来
る
。
二
十
四
日
「
芭
蕉
俳
句
研
究
」
よ

む
。
二
十
五
日
「
芭
蕉
俳
句
研
究
」
よ
む
。

十
二
月
六
日
「
芭
蕉
俳
句
研
究
」
よ
み
了
つ
た
。

続
編
ほ
ど
油
が
の
つ
て
ゐ
な
い
の
で
興
味
が
少
い
。

　

大
正
十
三
年
の
利
玄
に
、
芭
蕉
へ
の
関
心
が
強

く
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
前
年
十
一
月
に
も
、
半

田
良
平
「
芭
蕉
の
句
釈
」
な
ど
読
む
と
あ
る
。
更

に
十
月
二
三
日
に
は
「
午
後
風
あ
ら
く
、
木
枯
を

お
も
は
す
。
裏
山
ざ
わ
め
く
『
夜
も
す
が
ら
秋
風

き
く
や
裏
の
山
』
の
句
を
お
も
ふ
」
と
あ
る
。
大

正
十
三
年
三
月
十
日
の
「
花
屋
日
記
」
読
後
、
利

玄
は
自
ら
の
死
に
臨
ん
で
の
態
度
を
芭
蕉
に
重
ね

合
わ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
九
月
以

降
「
潮
音
」
の
「
芭
蕉
俳
句
研
究
」
の
記
事
が
続
く
。

太
田
水
穂
は
幸
田
露
伴
・
安
倍
能
成
・
阿
部
次
郎

ら
と
「
芭
蕉
研
究
会
」
を
同
九
年
に
組
織
し
、
芭

蕉
研
究
に
没
頭
。（『
芭
蕉
俳
句
研
究
』
十
一
年
『
続

芭
蕉
俳
句
研
究
』
十
三
年
刊
行
）。「
潮
音
」
十
ー
七

（
同
十
三
年
）
の
「
芭
蕉
俳
句
研
究
」
四
二
（
最
終
回
）

ま
で
座
談
合
評
（
そ
の
後
も
継
続
）
が
連
載
さ
れ

る
。
利
玄
の
日
記
の
「
面
白
か
っ
た
」
に
は
「
潮
音
」

な
ど
を
通
し
て
の
芭
蕉
へ
の
傾
倒
ぶ
り
が
注
目
さ

れ
る
。
そ
し
て
芭
蕉
俳
句
研
究
へ
の
関
心
は
「『
み

か
ん
の
木
』
へ
の
前
進
深
化
を
は
ら
む
」
要
素
の

一
つ
で
あ
っ
た
と
考
え
て
お
き
た
い
。

⑤
終
わ
り
に

　

本
稿
で
は
〈
室
内
花
卉
〉
と
「
芭
蕉
へ
の
思
い
」

を
日
記
に
み
た
。「
名
越
日
記
」
の
、
利
玄
に
贈

ら
れ
た
物
や
利
玄
が
読
ん
だ
本
な
ど
読
み
取
る
こ

と
は
大
切
で
あ
る
。
病
臥
の
生
活
で
、
こ
れ
ら
が

利
玄
の
創
作
延
い
て
は
「
み
か
ん
の
木
」
作
歌
に

繋
が
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

六
月
十
八
日
夕
方
、
間
嶋
氏
か
ら
使
ひ
で
、

紫
陽
花
、
ア
マ
リ
リ
ス
…
お
く
ら
れ
た
。
け
さ

同
氏
へ
花
の
歌
十
数
首
を
手
紙
で
示
し
た
と
こ

ろ
、
よ
ろ
こ
ん
で
來
た
。

そ
の
後
「
日
光
」
一
―
九　
（
同
十
三
年
十
二
月
）

に
次
の
連
作
が
載
っ
た
。（
全
十
一
首
の
う
ち
六
首

抜
粋
）

或
人
よ
り
花
を
お
く
ら
れ
た
る
に

牡
丹
の
花
に
む
す
べ
る
玉
は
今け

さ朝
ほ
ど
の
き
り

雨あ
め

の
露
か
﨟ら
う

た
き
か
も
よ　
　
　
　
　
（
牡
丹
）

艶つ
や
ゝゝ

の
白
と
紅あ
か

と
の
牡ぼ
た
ん
く
わ

丹
花
受
け
朝
鮮
の
壺
の

ふ
く
ら
み
ゆ
た
か

花
を
下
に
嬬
が
も
て
こ
し
茎
な
が
の
白
芍
薬
に

蟻
つ
き
て
を
り　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
芍
薬
）

瓶
に
挿
す
芍
薬
の
花
茎
長
に
か
た
む
き
か
か
り

て
此こ
な
た方
に
薫
る

剪
花
の
紅べ
に

ば
ら
挿
せ
ば
美
々
し
か
る
簇
む
ら
が
り
つ
く

れ
り
壺
一
ぱ
い
に　
　
　
　
　
　
　
　
（
薔
薇
）

瓶
に
挿
す
燕え
ん
じ
べ
に

脂
紅
ば
ら
朱し
ゆ
あ
か紅
の
ば
ら
見
る
に
心

の
と
き
め
き
お
ぼ
ゆ

　

日
記
六
月
十
八
日
に
「
花
の
歌
十
数
首
を
手
紙

で
示
し
た
」
と
あ
り
、
こ
れ
が
右
の
連
作
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
の
後
「
み
か
ん
の
木
〈
室
内
花
卉
〉」

で
は
、
薔
薇
の
歌
が
四
首
加
わ
り
全
十
五
首
と
な

る
。
そ
の
一
首
が
五
月
二
三
日
の
「
鮮
ら
し
き
」
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