
九
鬼
周
造

「日
本
詩

の
押
韻
」
覚
え
書

君
野

隆
久

一

二

九鬼周造 「日本詩の押韻」覚え書

一
九
八
○
年
代
後
半
か
ら
九
〇
年
頃
に
か
け
て
、
詩
壇
の

一
部
に

「詩
の
定

型
」
を
め
ぐ
る
議
論
が
あ
っ
た
。
議
論
の
中
心
に
い
た
飯
島
耕

一
に
よ
れ
ば
、
日

本
語
の
詩
に
定
型
を
求
め
る
議
論
は

「
四
十
年
に
一度
」
回
帰
す
る
と

い
う
。

一

九
〇
〇
年
前
後
の
正
岡
子
規
や
岩
野
泡
鳴

の
実
作
と
論
考
、

一
九
四
〇
年
前
後
の

九
鬼
周
造
の
押
韻
論
や
マ
チ
ネ

・
ポ

エ
テ
ィ
ク
の
実
作
、
そ
し
て

一
九
八
○
年
代

末
の
、
当
の
飯
島
氏
自
身
が
関
わ
っ
た

「定
型
論
争
」
、
と
考
え
れ
ば
、
た
し
か

に
四
、
五
十
年
に

一
度
の
割
で
日
本
語

の
詩
に
お
け
る
定
型
、
と
り
わ
け
脚
韻
の

是
非
を
問
う
論
文
や
実
作
が
眼
に
触
れ
る
形
で
企
て
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
も

九
鬼
周
造
の

一
連
の
押
韻
論
は
豊
富
な
引
例
と
緻
密
な
構
成
に
よ
っ
て
、
日
本
語

の
詩
に
お
い
て
押
韻
が
論
じ
ら
れ
る
場
合
に
は
か
な
ら
ず
参
照
さ
れ
る
決
定
的
な

②

位
置
と
評
価
を
獲
得
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

「日
本
詩
の
押
韻
」
は
、
九
鬼
周
造
が
そ
の
活
動
の
ほ
ぼ
全
期
間
に
わ
た

っ

て
執
着
し
た
主
題
で
あ

っ
た
。

現
行
の
九
鬼
全
集

(岩
波
書
店
、

一
九
八
O
l

一
九
八
二
)
中
、
押
韻
論
に

関
連
し
た
テ
キ
ス
ト
は
次
の
四
種
類
を
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

①

「邦
詩
の
押
韻
に
つ
い
て
」
(全
集
第
五
巻
所
収
)
。
昭
和
五
年
三
月

『冬

柏
』
に
発
表
。

②

「日
本
詩
の
押
韻
」
[A
]
(全
集
第
五
巻
所
収
)。
昭
和
六
年
十
月
十
六
日
、

十
七
日
の
二
回
に
わ
た
り

『大
阪
朝
日
新
聞
』
に
発
表
。

③

「日
本
詩
の
押
韻
」
[B
]

(全
集
第
五
巻
所
収
)
。
昭
和
六
年
十
月
、
岩
波

講
座

『
日
本
文
学
』
に
発
表
。
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④

「
日
本

詩

の
押

韻
」

(全

集
第

四
巻

所

収

)
。

昭
和

十

六
年

九

月

、

岩

波

書

店

刊

行

の
単

行

本

『
文
藝

論

』

に
発

表

。

*
他
に
講
義
ノ
ー
ト

「文
学
概
論
」

(全
集
第
十

一
巻
所
収
、
昭
和
八
年
度
の
京
都
帝
国
大

学
文
学
部
に
お
け
る
講
義
)
中
に
ま
と
ま

っ
た
記
述
が
見
ら
れ
る
。

①
か
ら
④
に
か
け
て
、
発
表
媒
体
に
応
じ
て
、
ま
た
内
容
の
発
展
を
反
映
し

て
、
段
階
的
に
分
量
が
増
加
し
て
い
る

(現
行
全
集
の
頁
数
で
数
え
る
な
ら
ば
、

①
は
九
頁
分
、
②
は
七
頁
分
、
③
は
約

一
九
八
頁
分
、
④
は
約
二
九
〇
頁
分
)
。

②
と
③
の

[A
]
と

[B
]
は
、
そ
れ
ぞ
れ
を
④
か
ら
区
別
す
る
た
め
に
全
集

編
纂
者
が
付
け
た
記
号
で
あ
る
。
な
お
、
③
に
九
鬼
が
加
筆
し
た
手
沢
本
が
二

種
類
残
さ
れ
て
い
る
が
、
④
の

『文
藝
論
』
所
収
の
も
の
を
決
定
稿
と
み
な
す

ゆ
え
に
採
用
し
な
か

っ
た
と
い
う

(第
五
巻
の
解
題
)
。
以
下
、
小
文
で
は
こ
の

四
種
類
の
テ
キ
ス
ト
を
、
原
則
と
し
て
①
か
ら
④
ま
で
の
番
号
で
指
示
す
る
こ

と
に
す
る
。

テ
キ
ス
ト
③
の
冒
頭
に
は
前
書
き
と

し
て
発
表
ま
で
の
経
緯
が
記
さ
れ
て
い

る
。

こ
の

一
篇
は
私
の
巴
里
滞
在
中
に
出
来
た
も
の
で
あ
る
。
昭
和
二
年
の
三
月

と
四
月
に
、
私
は
雑
誌

『明
星
』
へ
寄
稿
の
つ
も
り
で
与
謝
野
寛
氏
、
同
晶
子

夫
人
宛
て
に

「押
韻
に
就
い
て
」
と
題
す
る
原
稿
を
巴
里
か
ら
送
っ
た
。
同
年

五
月
、
『明
星
』
の
休
刊
と
共
に
、
そ

の
原
稿
は
満
三
年
間
与
謝
野
氏
の
許
に

保
管
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
間
、
私
は
原
稿
の
返
却
を
再
三
乞
う
た
が

聴
き
容
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
昭
和
五
年
三
月
、
雑
誌

『冬
柏
』
の
創
刊
と
共
に
、

同
雑
誌
第

一
号
に
突
然
、
私
の
原
稿
の
第

一
節
が
掲
載
さ
れ
た
。
そ
れ
は
私
の

意
志
に
反
し
て
い
た
か
ら
、
第
二
節
以
下
の
掲
載
を
見
合
わ
せ
て
も
ら
っ
た
。

同
時
に
原
稿
の

一
部
分
だ
け
は
校
正
刷
の
形
で
返
却
し
て
も
ら
う
こ
と
が
出
来

た
。
し
か
し
私
の
自
筆
の
原
稿
は
保
管
中
に
全
部
紛
失
し
て
了
っ
た
と
の
通
知

を
受
け
た
。
今
回
、
本
講
座
に
執
筆
す
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
、
私
の
手
許
に

僅
か
に
残

っ
て
い
た
書
き
荒
し
の
原
稿
を
取
出
し
て
加
筆
し
た
の
が
こ
の

一
篇

㈹

で
あ
る
。

こ
の
文
章
に
よ
れ
ば
、
も

つ
と
も
小
部
な
①
は
昭
和
二
年
三
月

・
四
月
の
段

階
で
完
成
し
て
い
た
押
韻
論
の
第

一
節
の
み
に
当
た
る
と
い
う
。
見
比
べ
る
と
、

た
し
か
に
①
は
テ
キ
ス
ト
③

の
第

一
節

「
一
押
韻
の
芸
術
的
価
値
」

に
ほ
ぼ
相

当
し
て
い
る
。
九
鬼
の
言
葉
を
信
じ
る
な
ら
ば
、
す
で
に
昭
和
二
年
初
頭
の
時

期
に
お
い
て
、
十
分
な
分
量
と
構
成
を
備
え
た
③
の
押
韻
論
に
近

い
も
の
が
形

を
成
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

昭
和
二
年
、
す
な
わ
ち

一
九
二
七
年
は
、
三
十
九
歳
の
九
鬼
が
足
掛
け
三
年

間
滞
在
し
た
パ
リ
か
ら
ド
イ

ツ
に
も
ど
り
、
フ
ラ
イ
ブ
ル
グ
大
学
に
移

っ
た
年

で
あ

っ
た
。
短
歌

「巴
里
心
景
」
や
詩
を

『明
星
』
に
発
表
す
る
か
た
わ
ら
、

前
年
の

一
九
二
六
年
に
は

『「
い
き
」
の
構
造
』
の
準
備
稿
に
あ
た
る

『「
い
き
」

の
本
質
』
を
す
で
に
書
き
終
え
て
い
た
。
こ
の
時
期
か
ら
九
鬼
の
押
韻
論
が
③
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の
テ
キ
ス
ト
の
ご
と
く
か
な
り
完
成
し
た
形
を
と

っ
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、

少
な
く
と
も

『
「
い
き
」
の
構
造
』
よ
り
そ
の
出
発
点
が
遅
い
と
い
う
こ
と
は
な

く
、
パ
リ
か
ら
送
ら
れ
た
詩
作
品
に
は
す
で
に
押
韻
を
施
し
た
も
の
が
あ
る
と

こ
ろ
か
ら
、
そ
れ
ら
の
詩
作
と
同
時

(大
正
十
四
、
五
年
)
か
、
あ
る
い
は
そ

れ
以
前
に
淵
源
す
る
と
推
測
さ
れ
る
。

テ
キ
ス
ト
②
は
新
聞
掲
載
記
事
で
あ
り
、
③
④
と
比
べ
れ
ば
短

い
も

の
で
、

作
品
引
用
な
ど
は
す
べ
て
省
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
押
韻
反
対
論
に
対
す
る
反

駁
と

い
う
、
①
に
は
見
え
な
い
内
容
を
含
ん
で
い
る
点
で
、
す
で
に
完
成
し
て

い
た
③
の
要
旨
と
い
っ
た
趣
き
を
も

つ
。

③
で
は
じ
め
て
九
鬼
の
押
韻
論
の
全
貌
が
姿
を
現
わ
す
。
扉
に
は
九
鬼
が
押

韻
論
を
構
想
す
る
に
際
し
て
お
そ
ら
く
大
き
な
力
を
与
え
た
ポ
ー
ル

・
ヴ

ァ
レ

リ
ー
の

「暁
」
>
9
0
お
か
ら
の

一
節
が
原
詩
の
ま
ま
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

テ
キ
ス
ト
④
は
③
か
ら
十
年
の
年
月
を
隔
て
て
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

③
に
比
べ
る
と
か
な
り
増
補

・
改
訂
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
全
体
の
構
成
は
③

と
基
本
的
に
変
わ
ら
な
い
。
十
年
の
間

に
九
鬼
の
押
韻
論
の
骨
子
が
大
き
く
変

化
す
る
こ
と
は
な
か

っ
た
。
し
か
し
増
補
さ
れ
た
箇
所
に
は
看
過
で
き
な
い
点

も
含
ま
れ
て
い
る

(そ
の

一
部
は
後
に
触
れ
た
い
)
。

④
は
九
鬼
の
没
後
に
刊
行
さ
れ
た

『文
藝
論
』
に
収
録
さ
れ
た
。
命
日
が
昭

和
十
六
年
五
月
六
日
、
『文
藝
論
』
刊
行
が
九
月
で
、
同
年
十

一
月
に
や
は
り
生

前
か
ら
刊
行
が
準
備
さ
れ
て
い
た
随
筆
集

『を
り
に
ふ
れ
て
』
が
刊
行
さ
れ
て

い
る
が
、
天
野
貞
祐
の
手
に
な
る
そ
の

「後
語
」
に
次
の
よ
う
な
文
が
見
え
る
。

《
初
め
て
私
が
病
院
に
彼
を
訪
ね
た
時
に

『文
藝
論
』
の
為
に
あ
ま
り
無
理
を

し
て
健
康
を
害
し
て
し
ま

っ
た
。
し
か
し

『文
藝
論
』
を
完
成
し
校
正
も
略
々

す
ん
だ
か
ら
死
ん
で
も
更
に
憾
む
と
こ
ろ
は
な
い
と
語
っ
た
》
(五

52
)
。
『文
藝

-

論
』
中
、
「日
本
詩
の
押
韻
」
が
そ
の
約
半
分
の
分
量
を
占
め
て
い
る
こ
と
、
ま

た
そ
の
増
補

・
改
訂
の
内
容
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
、
健
康
を
損
な

っ
て
ま
で
旧

稿
に
手
を
入
れ
た
労
力
の
大
部
分
が

「日
本
詩
の
押
韻
」
の
た
め
に
費
や
さ
れ

た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
九
鬼
周
造
の
押
韻
論
は

『「
い
き
」

の
構
造
』
や

「偶

然
論
」
と
同
等
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の
精
力
が
注
が
れ
た
主
題
で
あ
り
、
テ

キ
ス
ト
④
は
ほ
と
ん
ど
彼
の
最
後
の
作
品
と
い
っ
て
も
よ
い
も
の
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
る
。

三

 

今
日
、
九
鬼
周
造
の
著
作
で
も

っ
と
も
知
ら
れ
た

『
「
い
き
」
の
構
造
』
が
、

「民
族
」
の
名
の
も
と
に
閉
じ
ら
れ
た
方
法
を
採
用
し
て
い
る
こ
と
は
疑

い
を
容

れ
な
い
。

『「
い
き
」
の
構
造
』
は

「序
説
」
に
お
い
て
ま
ず
、
「
い
き
」
と
い
う
日
本

語
と
同

一
の
意
味
内
容
を
有
す
る
語
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
語
に
見
出
さ
れ
な
い

こ
と
を
論
証
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
ま
る
。

《
「
い
き
」
は
欧
洲
語
と
し
て
は
単

に
類
似

の
語
を
有
す
る
の
み
で
全
然
同
価
値
の
語
は
見
出
し
得
な

い
。
従

っ
て

「
い
き
」
と
は
東
洋
文
化
の
、
否
、
大
和
民
族
の
特
殊
の
存
在
様
態
の
顕
著
な
自
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己
表
明
の

一
つ
で
あ
る
と
考
え
て
差
支
な
い
》
(
一
12
)
。
こ
の
文
は
パ
リ
で
書

か
れ
た
準
備
稿

「
「
い
き
」
の
本
質
」

に
お
い
て
す
で
に
ほ
ぼ
固
ま

っ
て
い
た

(
一
92
)
。
そ
し
て
九
鬼
は

《
大
和
民
族

の
特
殊

の
存
在
様
態
の
顕
著
な
自
己
表

明
》
で
あ
る

「
い
き
」
を
理
解
す
る
に
際
し
て
、
そ
れ
は

《
具
体
的
な
、
事
実

的
な
、
特
殊
な

「存
在
会
得
」
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
》
(
一
13
)
と
述
べ
、

《
「形
相
的
」
で
あ

っ
て
は
な
ら
な
い
。
「解
釈
的
」
で
あ
る
べ
き
筈
で
あ
る
》

(
一
14
)
と
い
う
方
針
の
も
と
、
日
本
語

の
体
系
の
内
部
に
お
い
て

「
い
き
」
と

い
う
語
の
占
め
る
位
置
を
確
定
し
て
ゆ
く
。
そ
れ
は
日
本
語
以
外
の
文
化
体
系

を
参
照
し
な
い
構
造
主
義
的
な
手
法
で
あ
り
、
結
晶
の
よ
う
に
静
止
的
な

「直

六
面
体
」
を
構
成
す
る
に
い
た
る
。
ま
た

「
い
き
」
は
民
族
に
特
殊
な
語
彙
で

あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
比
較
に
立

っ
た
価
値
検
討
で
は
な
く
、
絶
対
的
な

「会
得
」

あ
る
い
は

「悟
得
」
「味
得
」
と
い
う
方
法
で
価
値
が
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

《
「
い
き
」
の
研
究
は
民
族
的
存
在
の
解
釈
学
と
し
て
の
み
成
立
し
得

る
の
で
あ
る
》
(
一
78
)。

っ
ま
り
、
『
「
い
き
」
の
構
造
』
は
日
本
語
に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
る
文
化
体
系

の
内
に
、
他
の
言
語
文
化
体
系
と
絶
対
的
に
通
約
不
可
能
の
部
分
を
探
り
あ
て
、

そ
こ
に
論
述
の
可
能
性
を
置
い
た
作
品
で
あ

っ
た
。

一
方
、
同
じ
滞
欧
時
代
に

端
を
発
す
る
押
韻
論
は
、
『
「
い
き
」
の
構
造
』
と
ま

っ
た
く
逆
の
方
法
を
採
用

し
て
い
る
。

テ
キ
ス
ト
③
を
例
に
と
れ
ば
、
九
鬼
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
語
の
詩
に
お

い
て
、

い
か
に
押
韻
が
重
視
さ
れ
て
い
る
か
を
力
説
す
る
こ
と
か
ら
第

一
節

「押
韻
の

芸
術
的
価
値
」
を
は
じ
め
る
。
も
ち
ろ
ん
日
本
で
も
そ
れ
ま
で
押
韻
詩
を
試
み

た
者
が
い
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
『新
体
詩
抄
』
の
中
の
い
く
つ
か
、
森
鴎

外
、
岩
野
泡
鳴
の
作
品
は
貴
重
な
試
み
で
あ
る
。
そ
れ
ら
を
指
摘
し

つ
つ
も
、

《
真
の
詩
人
の
真
の
条
件
》
と
し
て

《甘
美
な
桎
梏
を
心
が
受
け
納
れ
て
絶
え

ず
犠
牲
に
打
勝
つ
こ
と
》
(五

82
)
と

い
う
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
こ
と
ば
を
執
筆
の
最

2

大
の
動
機
と
し
た
よ
う
に
見
え
る
。

ま
た

《
日
本
語
は
押
韻
に
適
し
な
い
言
葉
で
は
あ
る
ま

い
か
》
(五

93
)
と
い

2

う
諸
家
の
批
判
に
対
す
る
反
論
は
第
三
節
か
ら
第
六
節
に
わ
た

っ
て
詳
細
に
説

か
れ
る
が
、
そ
の
内
容
は
徹
底
し
て
他
言
語
と
の
比
較
と
い
う
手
法
を
と
る
も

の
で
あ
る
。
第
三
節
の

「日
本
詩
の
押
韻
可
能
性
、
積
極
的
理
由
」
に
お
い
て

は
日
本
の
古
典
詩
歌
に
お
け
る
押
韻
の
例
を
枚
挙
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
ラ
テ
ン

、語
詩
の
押
韻
の
発
達
過
程
と
比
較
す
る
こ
と
が
中
心
に
な
る
。
第
四
節
の

「日

本
詩
の
押
韻
可
能
性
、
消
極
的
理
由
」
に
お
い
て
は
、
(イ
)
の

「文
字
」
で
は

英
仏
の
詩
が
、
(ロ
)
の

「単
語
の
聴
覚
上
の
性
格
」
で
は
や
は
り
ラ
テ
ン
語
詩
、

フ
ラ
ン
ス
語
詩
が
、
(
ハ
)
の

「文
の
構
造
」
で
は
ド
イ
ツ
語
群
が
そ
れ
ぞ
れ
反

論
に
援
用
さ
れ
る
。

さ
ら
に
、
続
く

「韻
の
量
」
「韻
の
質
」
「韻
の
形
態
」
に
お
い
て
は
、
具
体

例
に
つ
い
て
英

・
独

・
仏

・
ラ
テ
ン

・
中
国
古
典
の
そ
れ
ぞ
れ
の
詩
が
日
本
語

詩
の
作
品
と
並
列
さ
れ
て
考
察
さ
れ
て
い
る
。
要
す
る
に
九
鬼
の
押
韻
論
に
あ

っ
て
は
、
日
本
語
の

「特
殊
性
」
や

《
民
族
的
特
殊
性
》
を
な
る
べ
く
打
ち
消

そ
う
と
す
る
、
少
な
く
と
も
そ
れ
ら
を
強
調
し
よ
う
と
し
な
い
態
度
が

一
貫
し
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て
い
る
。
各
言
語
文
化
圏
に
特
殊
な
も

の
を
掘
り
出
そ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、

各
言
語
文
化
圏
に
普
遍
的
な
も
の
を
想
定
し
、
そ
の
中
に
日
本
語
お
よ
び
日
本

語
の
詩
を
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
姿
勢

で
あ
る
。

九
鬼
は
第
十
節

「押
韻
の
普
遍
性
」

に
お
い
て
、

《
元
来
、
押
韻
は
決
し
て

西
洋
に
起
源
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
》
(五

輔
)
と
し
て
イ
ン
ド
、
ペ
ル
シ
ャ
発

生
説
を
挙
げ
、
そ
れ
が
西
洋
に
伝
わ

っ
た
と
い
う
説
を
紹
介
し
た
後
、
次
の
よ

う
に
述
べ
る
。

お
よ
そ

一
国
の
詩
に
そ
の
民
族
の
特
色
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
は
云
う
ま

で
も
な
い
。
し
か
し
ま
た
他
面
に
あ

っ
て
各
国
の
詩
に
共
通
の
も
の
を
も
忘
れ

て
は
な
ら
な
い
。
律
と
韻
と
は
各
々
の
国
語
の
性
格
に
よ
っ
て
量
ま
た
は
質
の

上
に
民
族
的
特
殊
性
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
と
同
時
に
そ
の
形
態
に
お
い
て
は

否
む
べ
か
ら
ざ
る
普
遍
性
を
備
え
て
い
る

(五

贈
)。

こ
れ
が

『「
い
き
」
の
構
造
』
の
姿
勢
と
反
対
の
立
場
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
補

完
す
る
立
場
に
あ
る
こ
と
は
容
易
に
見

て
と
れ
る
。
『「
い
き
」
の
構
造
』
の
方

法
が

「解
釈
的
」
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
押
韻
論
の
方
法
は

『「
い
き
」
の
構

造
』
で
否
定
さ
れ
た

「形
相
的
」
な
も

の
で
あ

っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
し
て

『「
い
き
」
の
構
造
』
が
日
本
語
の
歴
史
に
解
釈
学
と

い
う
武
器
で
垂
直
に
沈
潜

す
る
も

の
で
あ

っ
た
の
に
対
し
て
、
押
韻
論
は
、
日
本
古
典
の
中
に

「積
極
的

理
由
」
を
探
る
垂
直
の
軸
と
同
時
に
、
他
言
語
と
の
形
式
的
類
似
を
探
り
、
ま

た
同
時
代
の
詩
作
品
を
博
渉
す
る
と
い
う
水
平
の
軸
を
備
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

坂
部
恵
は

「日
本
詩
の
押
韻
」
に
見
ら
れ
る
こ
の
よ
う
な
方
法
上
の
特
徴
を

「
ひ
ら
か
れ
た
文
化
多
元
的
な
視
点
」
と
呼
び
、
そ
れ
は
押
韻
論
の
み
な
ら
ず
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
滞
在
時
代

の

「ポ
ン
テ
ィ
ニ
ー
講
演
」
、
ま
た

『
「
い
き
」
の
構
造
』

ω

の

『思
想
』
発
表
稿
の
段
階
に
お
い
て
は
見
ら
れ
た
も
の
、
と

い
う
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
二
面
性
が
表
裏

一
体
の
も
の
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
九

鬼
周
造
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
危
機
に
さ
ら
さ
れ
た
み
ず
か
ら
の
文
化
的
自

己
同

一
性
を
防
衛
す
る
た
め
産
み
出
さ
れ
た
緩
衝
装
置
で
あ

っ
た
、
と
理
解
す

る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
近
代
日
本
の
規
範
で
あ

っ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
の
内

側
に
潜
入
す
る
歳
月
に
あ

っ
て
、
対
象

へ
の
理
解
が
深
け
れ
ば
深
い
ほ
ど
な
お

い
っ
そ
う
、
「日
本
人
」
で
あ
る
と
い
う
自
己
同

一
性
を
擁
護
し
よ
う
と
す
る
な

ら
ば
、
そ
れ
は

「日
本
文
化
」
の
比
類
を
絶
し
た
独
自
性
を
強
調
す
る
か
、
あ

る
い
は
規
範
的
に
働
く
異
文
化
の
諸
要
素
を
み
ず
か
ら
の
内
に
み
い
だ
し
、
断

絶
よ
り
連
続
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
劣
等
感
を
解
消
す
る
か
に
な
る
だ
ろ

う
。
そ
う
考
え
る
と
き
、
九
鬼
に
押
韻
論

の
執
筆
を
促
し
た
動
機
と
し
て

『「
い

き
」

の
構
造
』
に
伏
在
し
て
い
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
の
対
抗
意
識
、
な
い
し
は
文

化
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
い
っ
た
も
の
を
想
定
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

し
か
し
、
『「
い
き
」
の
構
造
』
の
方
は
そ
の
後
、
同
じ
主
題
が
さ
ら
に
発
展

す
る
こ
と
は
な
か

っ
た
。
む
し
ろ
、
同
書
の
中
で
提
出
し
た

「自
然

・
意
気

・
諦

念
」
と
い
う

「
い
き
」
を
構
成
す
る
三
つ
の
契
機
を
、
日
本
文
化
の
主
要
な
三
つ

の
契
…機
と
し
て
、
そ
れ
を

「三
種
の
神
器
」
に
象
徴
さ
せ
る
と
い
う
よ
う
な
発
言
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(「
日
本
的
性
格
に
つ
い
て
」

一
九
三
七
年
、
全
集
第
三
巻
所
収
)
が
な
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
は
ど
う
見
て
も
発
展
と
い
う
よ
り
変
質
で
あ
り
、
『「
い
き
」
の
構
造
』

が
採
用
し
た

「民
族
心
性
の
解
釈
学
」
と
い
う
方
法
そ
れ
自
体
が
内
包
し
て
い
た

陥
穽
で
は
な
か

っ
た
だ
ろ
う
か
。

一
方
、

一
連
の
押
韻
論
に
お
い
て
は
、
「日
本

的
性
格
に
つ
い
て
」
に
見
え
る
よ
う
な
単
純
な
国
家
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
へ
の
転

落
は
、
最
後
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
④
に
お
い
て
も
、
基
本
的
に
は
存
在
し
な
か

っ

た
と
い
い
う
る
。
こ
れ
は
押
韻
論
が
採
用
し
た
、
日
本
語
の
中
に
普
遍
性
を
求
め

る
と
い
う
方
法
そ
の
も
の
の
お
か
げ
で
は
な
か

っ
た
だ
ろ
う
か
。

四
し
か
し
、
次
の
よ
う
な
文
章
が
す
で
に
②
の
テ
キ
ス
ト
の
末
尾
に
載
せ
ら
れ

て
い
る
こ
と
に
も
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

韻
の
世
界
は
拘
束
の
彼
岸
の
夢
の
よ
う
に
美
し
く
浮
ん
で
い
る
偶
然
と
自
由
と

の
境
地
で
あ
る
。
そ
う
し
て
わ
が
国
の
詩
人
は
自
己
に
委
ね
ら
れ
た
国
語
の
音

楽
的
可
能
性
を
発
揮
さ
せ
て
詩
の
純
粋
な
る
領
域
を
建
設
す
る
こ
と
を
、
自
ら

の
使
命
の

一
つ
と
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
は
既
存
を
回
顧
し
て
伝

統
の
中
に
自
己
と
言
葉
と
を
確
実
に
把
握
す
れ
ば
よ
い
。
与
え
ら
れ
た
可
能
性

を
与
え
ら
る
べ
き
現
実
性
に
展
開
せ
し
め
、
匿
さ
れ
た
潜
勢
性
を
あ
ら
わ
な
現

勢
性
に
通
路
せ
し
め
さ
え
す
れ
ば
よ
い
。
こ
の
使
命
が
果
さ
れ
た
と
き
に
初
め

て

「言
霊
の
さ
き
わ
う
国
」
と
い
う
こ
と
が
聊
か
の
欺
瞞
な
く
い
わ
れ
得
る
の

で
あ
る
。
特
に
わ
が
国
現
時
の
詩
人
は
、
散
文
的
危
機
か
ら
今
日
の
詩
壇
を
救

う
こ
と
が
、
投
げ
ら
れ
た
瞬
間
の
課
題
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
な
く
て
は
な
ら

な
い

(五

70
)。

2

詩
人
の
使
命
は

《
国
語
の
音
楽
的
可
能
性
を
発
揮
》
さ
せ
る
こ
と
で
あ
り
、

㈲

そ
れ
に
よ
っ
て
《
言
霊
の
さ
き
わ
う
国
》
と
し
て
の
日
本
を
顕
揚
す
る
こ
と

詩
人
と

い
う
存
在
を
国
家
と
直
結
し
よ
う
と
す
る
こ
の
言
説
に
は
、
『
「
い
き
」

の
構
造
』
が

「日
本
的
性
格
に
つ
い
て
」

に
退
嬰
し
て
い
っ
た
姿
勢
と
同
等
の

も
の
を
透
か
し
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
そ
れ
と
同
時
に
注
意
を
ひ
く
の
は
、

《
散
文
的
危
機
か
ら
今
日
の
詩
壇
を
救
う
こ
と
》
と
い
う
文
句
で
あ
る
。
崇
高

な
詩
人
の
使
命
を
阻
む
、
堕
落
形
態
と
し
て
の

「散
文
主
義
」

と
読
め
な

い
こ
と
は
な
い
。
こ
の

《散
文
的
危
機
》
に
つ
い
て
は
、
③

の
テ
キ
ス
ト
の
冒

頭
で
よ
り
明
確
な
形
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

な
お
今
日
は
民
衆
詩
人
に
よ
っ
て
詩
の
形
式
の
単
純
化
が
主
張
さ
れ
、
プ
ロ
レ

タ
リ
ア
文
芸
の
名
に
お
い
て
散
文
主
義
が
短
歌
の
律
格
を
さ
え
も
覆
そ
う
と
し

て
い
る
。
こ
の
時
に
当

っ
て
日
本
詩
の
押
韻
を
問
題
と
す
る
の
は
、
時
代
錯
誤

を
敢
て
す
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
今
日
の
日
本
詩
壇
が
行
き
詰

っ

て
い
る
こ
と
は
公
平
な
観
察
者
の
斉
し
く
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し

て
詩
の
散
文
化
に
対
し
て
反
対
の
潮
流
が
働
き
か
け
る
こ
と
は
少
な
く
と
も
無
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意
味
の
こ
と
で
は
な
い
。
要
す
る
に
日
本
詩
押
韻
の
問
題
は
枯
渇
し
た
過
去
の

問
題
で
は
な
い
。
顫
え
つ
つ
鼓
動
す
る
尖
端
の
問
題
で
あ
る

(五

74
)
。

2

「民
衆
詩
人
」
や

「プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
芸
」
に
よ
る
詩
の
形
式
の
単
純
化

・
散

文
化
に
つ
い
て
は
②
の
冒
頭
に
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
①
に
は
見
ら
れ
な
い
。

九
鬼
は
帰
朝
し
て

一
年
余
の
時
間
に
み
ず
か
ら
の
興
味
に
従

っ
て
当
時
の
現
代

詩
を
読
み
、
そ
こ
に
自
分
の
押
韻
論
が
発
表
さ
れ
る
意
味

へ
の
確
信
を
深
め
た

に
ち
が

い
な
い
。
九
鬼
自
身
は
専
門
的
な
実
作
者
で
な
か

っ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、

《
顫
え

つ
つ
鼓
動
す
る
尖
端
の
問
題
》
と
い
う
表
現
に
は
、
ひ
そ
か
に
抱

い
て
い
た
押
韻
論
が
は
か
ら
ず
も
時
代

の
問
題
に
遭
遇
し
て
し
ま

っ
た
と
い
う
、

危
機
感
と
な
い
ま
ぜ
の
興
奮
の
よ
う
な
も
の
が
聞
き
取
れ
る
。

「プ
ロ
レ
タ
リ
ァ
文
芸
」
は
と
り
あ
え
ず
措
く
と
し
て
、
こ
こ
で
い
う

「民
衆

詩
人
」
と
は
ど
ん
な
存
在
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

日
本
の
近
代
詩
が
戦
争
詩
に
突
入
し

て
い
く
過
程
を

「朗
読
す
る
詩

・
耳
で

聴
く
詩
/
書
く
詩

・
目
で
読
む
詩
」
の
対
立
と

い
う
観
点
か
ら
通
時
的
に
捉
え

た
坪
井
秀
人
は
、

《
民
衆
詩
人
》
11

「
民
衆
詩
派
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

《
民
衆
詩
派
が
国
権
論
的

な
成
り
立
ち
を
持

つ
新
体
詩
か
ら
戦
争

詩

へ
と
見
え
ざ
る
太

い
架
橋
を
形
づ
く

っ
て
い
る
、
そ
し
て
そ
の
民
衆
詩
こ
そ

は

(詩
壇
を
長
く
維
持
し
た
と
い
う
経
緯
の
み
な
ら
ず
)
日
本
近
代
詩
の
最
も

凡
常
な
姿
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
を
形
成
し
た
と
い
う
意
味
で
無
視
す
る
こ
と
の
出

㈹

来
な
い
役
割
を
果
た
し
て
い
る
》
。

《
民
衆
詩
派
》
と
は
、
ふ
た
た
び
坪
井
氏

の
説
明
を
借
り
れ
ば
、

一
九

一
〇
年
代
後
半
以
降
に
ア
メ
リ
カ
民
主
主
義
詩
人

や
白
樺
派
等
の
人
道
主
義
の
影
響
下
に
あ
ら
わ
れ
、

一
九

一
八
年
創
刊
の

『民

衆
』
に
集
ま

っ
た
福
田
正
夫
、
白
鳥
省
吾
、
加
藤

一
夫
、
富
田
砕
花
、
百
田
宗

治
、
井
上
康
文
ら
の
グ
ル
ー
プ
を
指
す
と

い
う
。
し
か
し
彼
ら
だ
け
で
は
な
く
、

千
家
元
麿
、
山
村
暮
鳥
、
室
生
犀
星
、
福
士
幸
次
郎
、
佐
藤
惣
之
助
ら
の
詩
人

た
ち
も
主
題

(人
道
主
義

・
人
類
愛
)
・
形
式

(散
文
化
)
双
方
に
お
い
て

「民

ω

衆
詩
派
」
に
含
ま
れ
る
、
と
い
う
か
な
り
広
範
な
運
動
体
で
あ
っ
た
。

主
流
派
と
し
て
の
民
衆
詩
の
散
文
体
か
ら
み
れ
ば
、
文
字
の
視
覚
性
を
重
視

し
た
象
徴
主
義
の
詩
も
、
絵
画
性
に
親
近
す
る
モ
ダ

ニ
ズ
ム
の
詩
も
傍
流
で
し

か
な
か

っ
た
。
し
か
し
、
「
民
衆
詩
」
の
隆
盛
が
難
解
な

「目
で
読
む
詩
」
と
し

て
の
象
徴
詩
や
モ
ダ

ニ
ズ

ム
詩
へ
の
反
発
を
内
に
含
み
、
「耳
で
聴

い
て
わ
か
る

詩
」
と
し
て
散
文
化
し
た
と
考
え
る
と
、
九
鬼
の
押
韻
論
の
提
唱
は
双
方
か
ら

ず
れ
た
微
妙
な
位
置
に
立

つ
こ
と
に
な
る
。
詩
の

《散
文
的
危
機
》
に
対
抗
す

る
手
だ
て
と
し
て
の
押
韻
も
、
結
局
は
民
衆
詩
派
と
同
じ
く
、
必
然
的
に

「聴

覚
」
を
強
調
す
る
も
の
で
あ

っ
た
か
ら
だ
。
坪
井
氏
の
著
書
は
戦
争
詩
と
ラ
ジ

オ
と
い
う
放
送
メ
デ
ィ
ア
と
の
結
託
を
詳
細
に
暴
い
て
み
せ
る
が
、
当
時
増
加

し

つ
つ
あ

っ
た
ラ
ジ
オ
で
の
詩
朗
読
放
送
を
反
映
し
て
、
九
鬼
の
テ
キ
ス
ト
④

の
増
補
部
分

(昭
和
六
年
発
表

の
③
に
該
当
部
分
は
な
い
)
に
は
次
の
よ
う
な

文
章
が
見
え
る
。

韻
と
は
聴
覚
上
の
事
実
で
あ
る
。
耳
に
聴
く
べ
き
も
の
で
、
眼
に
見
る
べ
き
も
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の
で
は
な
い
。
視
覚
の
範
囲
に
属
す
る
文
字
と
は
、
本
質
的
に
関
係
の
な
い
筈

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ラ
ヂ
オ
に
よ
る
詩
歌
の
朗
読
放
送
が
行
わ
れ
る
今
日

に
あ

っ
て
、
特
に
は
っ
き
り
感
じ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
ラ
ヂ
オ
が
印
刷
機
械

の
後
に
発
明
さ
れ
た
こ
と
は
、
聴
覚
文
明
が
既
成
の
視
覚
文
明
の

一
角
を
破

っ

て
、
我
々
の
生
活
に
歌
謡
発
生
時
代
の
原
本
性
を
再
び
取
戻
し
て
く
れ
た
こ
と

を
意
味
し
て
い
る

(四

85
-86
)
。

(
∠

(∠

民
衆
詩
派
の
散
文
性
か
ら

《
詩
壇
を
救
う
》
こ
と
を
押
韻
の
動
機
と
し
て
記

し
た
九
鬼
は
、
散
文
化
に
対
抗
す
る
押
韻
が
必
然
的
に
要
求
す
る
聴
覚
主
義
的

な
性
格
の
た
め
、
逆
に

「耳
で
わ
か
る
」
民
衆
詩
、
さ
ら
に
ラ
ジ
オ
朗
読
と
親

近
す
る
戦
争
詩
に
隣
接
す
る
位
置
に
立

つ
こ
と
に
な

っ
た
。
し
か
し
、

《彼
等

(11
日
本
の
詩
人
た
ち
)
は
美
の
た
め
に

一
生
を
捧
げ
た
人
た
ち
の
筈
で
あ
る
。

あ
ら
ゆ
る
新
兵
器
を
獲
得
し
、
あ
ら
ゆ
る
新
戦
術
を
運
用
し
て
、
美
の
擁
護
の

　

た
め
に
前
線
に
出
動
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
筈
で
あ
る
》
(四

2
)
な
ど
と
武
張

3

っ
た
レ
ト
リ
ッ
ク
を
テ
キ
ス
ト
④
に
忍
び
こ
ま
せ
た
九
鬼
だ
が
、
そ
の
実
作
が

ラ
ジ
オ
の
朗
読
で
流
れ
る
こ
と
は
ま
ず
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
戦
争
詩
の
作

り
手
が

「日
本
詩
の
押
韻
」
か
ら
示
唆

・
影
響
を
受
け
て
押
韻
詩
を
作
成

・
朗

読
し
た
と
い
う
こ
と
も
、
お
そ
ら
く
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。
時
代
の
中
で
九
鬼

周
造
の
押
韻
論
は
孤
立
し
て
い
る

(そ
も
そ
も
中
国
古
典
詩
か
ら
ギ
リ
シ
ャ
語

ま
で
の
引
例
を
す
べ
て
読
み
こ
な
せ
る
人
間
が
実
作
者
の
中
に
そ
う
た
く
さ
ん

い
た
と
は
思
え
な
い
)
。
続
く
戦
後
の
マ
チ
ネ

・
ポ

エ
テ
ィ
ク
の
脚
韻
定
型
詩
も

九
鬼
周
造
と
は
別
個
に
は
じ
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
同
人
で
あ

っ
た
中
村
真

一
郎
は

「日
本
詩
の
押
韻
」
を

《
画
期
的
な
業
績
》
と
認
め

つ
つ
、
戦
時
中
か

ら
の
実
作
の
経
験
が
か
な
り
進
ん
で
か
ら
目
に
し
た
の
で
あ

っ
て
、
そ
の
際
も

の

は
や

《
技
術
的
な
面
で
は

(九
鬼
)
博
士
か
ら
教
わ
る
個
所
は
な
か
つ
だ
》
と

記
し
て
い
る
。

五
九
鬼
周
造
の
押
韻
論
は
、
当
然
の
こ
と
と
し
て

「
日
本
語
で
脚
韻
が
可
能
か
」

と
い
う
問
題
意
識
か
ら
の
み
読
ま
れ
る
場
合
が
多

い
。
こ
れ
は
詩
を
作
る
側
の

問
題
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
と
同
時
に
九
鬼
自
身
の

「読
み
」
と
い
う
観
点
か

ら
押
韻
論
を
捉
え
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

テ
キ
ス
ト
③
か
ら
④

へ
の
増
補

・
改
訂
に
関
し
て
は
右
に
も
多
少
ふ
れ
る
と

こ
ろ
が
あ

っ
た
が
、
両
者
を
比
較
す
る
と
、
実
際
の
頁
数
の
増
加
を
担
う
の
は

本
文
で
は
な
く
、
主
と
し
て
引
用
作
品

(と
九
鬼
自
身
の
実
作
例
)
の
付
加
で

あ
る
。
引
用
作
品

の
増
加

に
関
し
て
は
二
種
類
あ
り
、
ひ
と

つ
は
、
す
で
に
③

に
お
い
て
作
者
名
と
作
品
名
を
記
述
し
な
が
ら
、
お
そ
ら
く
は
紙
幅
の
関
係
で

作
品
引
用
自
体
を
控
え
た
も
の
を
復
活
さ
せ
た
も
の
で
あ
り
、
も
う
ひ
と

つ
は

④
に
お
い
て
は
じ
め
て
引
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
後
者
の
場
合
、
す
な
わ
ち

④

に
お
い
て
ま

っ
た
く
新
た
に
付
加
さ
れ
た
引
用
作
品
を
調
べ
る
と
、
日
本
の

古
典
詩
や
外
国
詩
は
少
数
で
、
そ
の
大
半
が
明
治
以
降
の
近
代
詩
で
あ
る
こ
と
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が
わ
か
る
。
そ
の
中
に
は
明
確
に
押
韻
を
意
識
し
た
作
品
の
あ
る
正
岡
子
規
や

与
謝
野
晶
子
が
引
用
さ
れ
て
い
る
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
宮
沢
賢
治
や
中
原

中
也
、
伊
東
静
雄
な
ど
、
当
時
に
お
い
て
か
な
り
新
し
い
詩
人
、
さ
ら
に
は
詩

の

「散
文
化
」
を
担

っ
た
は
ず
の

「民
衆
詩
」
の
作
者
た
ち
ま
で
が
含
ま
れ
て

お
り
、
詩
壇
に
お
け
る
派
や
傾
向
等
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
引
用
例
が
選
ば
れ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

注
意
し
た
い
の
は
、
そ
う
し
た
引
用
作
品
に
九
鬼
が
押
韻
を
指
摘
し
た
例
を

み
る
と
、
作
者
側
は
押
韻
な
ど
ま

っ
た
く
意
識
し
て
い
な
か

っ
た
の
で
は
な
い

か
、
と
し
か
思
え
な
い
も
の
が
あ
る
こ
と
だ
。

　

草
野
心
平
の

《人
肉
の
歴
史
も
/
氷
雨
の
脚
も
》
(四

1
)
か
ら
。。7
∋
o
の
押

3

ヨ

韻
を
、
金
子
光
晴

の

《
虱
に
似
た
穀
粒
を
ひ
ろ
ふ
/
貧
乏
》
(四

4
)
か
ら
O
の

3

長
母
音
の
押
韻
を
、
田
中
冬
二
の

《
を
り
か
ら
ぱ
た
ぱ
た
と
/
草
屋
根

に
お
り

て
来
た
野
鳩
》
(四

46
)
か
ら
9み
o
の
二
重
韻
を
、
宮
沢
賢
治
の

《
い
や

え
え

3

　

と
/
蜜
を
吸
ふ
の
が
日
永
の
仕
事
》
(四

5
)
か
ら
δ
の
拡
充
単
純
韻
を
切
り
出

3

す
と
き
、
そ
れ
は
む
し
ろ
隠
さ
れ
て

い
る
押
韻
を
探
り
当
て
る
の
で
は
な
く
、

九
鬼
の

「耳
」
な
ら
ば
こ
う
聴
く
、
と

い
う

「読
み
」

の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に

な
っ
て
い
る
こ
と
を
感
じ
る
。
ま
た
古
典
詩
歌
に
援
用
を
求
め
る
と
き
も
、
九

鬼
は
し
ば
し
ば
万
葉
の
短
歌

・
長
歌
を
自
由
に
分
か
ち
書
き

に
し
て
そ
こ
に
脚

韻

・
頭
韻
の
数
々
を
彫
り
出
し
て
ゆ
く
が
、
読
む
側
に
と

っ
て
は
、
そ
の
よ
う

な
押
韻
の
指
摘
は
作
品
に
お
け
る
事
実
と
い
う
よ
り
、
九
鬼

の
も

つ
言
語

へ
の

敏
感
さ
が
な
さ
し
め
た
独
自
の
創
造
的
な
実
践
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
く
る
の
で

あ
る
。

そ
う
し
た
実
践
を
可
能
に
す
る
言
語
意
識
の
状
態
を
、
九
鬼
自
身
は
次
の
よ

う
に
表
現
し
て
い
る
。

も
と
よ
り
真
に
押
韻
の
美
を
味
得
す
る
に
は

「と
ら
へ
た
き
声
ば
か
り
見
る
葦

間
か
な
」
と
い
う
よ
う
な
、
音
に
対
す
る
切
な
る
憧
憬
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
ま
た
天
体
の
運
行
に
宇
宙
の
音
楽
を
聴
い
た
霊
敏
な
心
耳
と
、
衣
ず
れ

の
微
韻
に
も
人
知
れ
ず
陶
酔
を
投
げ
る
尖
鋭
な
感
覚
と
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら

な
い

(五

硼
)
。

こ
の

一
見
た
ん
な
る
美
辞
に
見
え
な
く
も
な
い
言
葉
の
裏
面
に
は
、
「と
ら
へ

の

た
き
声
ば
か
り
見
る
葦
問
か
な
」
と

い
う
俳
句
が
示
唆
す
る
、
言
語
音
に
対
す

る
常
軌
を
逸
し
た
渇
望
の
感
覚
が
あ
る
。
明
確
な
分
節
言
語
の
形
を
取
る
以
前

の
、
い
ま
だ
意
味
を
な
さ
な
い
言
語
音
の
胎
児
が
ざ
わ
め
き
、
沸
騰
す
る
状
態
。

そ
れ
は
過
飽
和
溶
液
の
よ
う
に
、
触
媒
を
投
げ
こ
ま
れ
れ
ば
た
ち
ま
ち
そ
の
言

語
対
象
に
押
韻
の
紋
様
を
見
出
し
て
し
ま
わ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
な
意
識
の
状

態
で
あ
る
。
そ
し
て
見
出
さ
れ
た
紋
様
を
前
に
し
て
、
「意
識
的
か
/
無
意
識
的

か
」
「偶
然
か
/
意
図
的
か
」
と
問
う
て
み
て
も
、
そ
の
問
い
自
体
が
見
出
さ
れ

瑚

た
音
の
響
き
あ
い
へ
の

「驚
き
」
に
呑
み
こ
ま
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
引
。

こ
の
よ
う
な
意
識
の
状
態
は
記
号
学
的
に
い
え
ば

「シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
の
過
剰
」

で
あ
り
、
い
う
ま
で
も
な
く
狂
気
に
近
い
側
面
を
も

っ
て
い
る
。
手
に
触
れ
る
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も
の
す
べ
て
が
黄
金
に
な

っ
て
し
ま
う

ミ
ダ
ス
王
の
よ
う
に
、
読
む
も
の

・
聴

く
も
の
に
す
べ
て

「韻
」
を
発
見
し
て
し
ま
う
よ
う
な
瞬
間
が
九
鬼
に
訪
れ
る

こ
と
が
あ

っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た

一
方
で
こ
の
よ
う
な
言
語
意
識

が

「
お
か
し
み
」
や

「諧
謔
」
に
通
じ

て
い
る
こ
と
は
誰
し
も
認
め
る
で
あ
ろ
う
。
も
と
も
と
九
鬼
自
身
が

《
仮
に
押

韻
が

「語
路
合
」
や

「地
口
」
に
類
す
る
遊
戯
に
過
ぎ
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ

故
に
無
価
値
の
も
の
だ
と
結
論
す
る
こ
と
が
正
し
い
で
あ
ろ
う
か
。
芸
術
上
に

は
遊
戯
は
必
ず
し
も
無
価
値
で
は
無
い
。
或
る
意
味
で
芸
術
そ
の
も
の
も
遊
戯

で
あ
る
》
(四

30
)
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
押
韻
論
の
中
で

《偶
然
性
が
極
度

2

に
達
す
る
た
め
滑
稽
の
感
情
を
齊
し
て
駄
洒
落
に
堕
し
て
し
ま
う
》
例
と
し
て

《
小
松
内
大
臣
》
と

《駒
繋
い
だ
異
人
》
(四

獅
)
を
並
べ
る
と
き
、
読
む
側
と

し
て
は
、
ふ
だ
ん
謹
厳
な
人
が
駄
洒
落
を
弄
し
た
と
き
の
よ
う
に
、

一
瞬
笑

っ

て
よ
い
も
の
か
ど
う
か
迷
う
。
だ
が
す

で
に

「偶
然
の
産
ん
だ
駄
洒
落
」

(昭
和

十

一
年
、
全
集
第
五
巻
)
と

い
う
、
自
分
の
経
験
し
た
語
路
合
わ
せ
を
集
め
た

奇
妙
な
短

い
エ
ッ
セ
イ
が
九
鬼
に
あ
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

ま
た
、
「音
と
匂
」
と
題
す
る
文
章
の
中
で
は
次
の
よ
う
な
告
白
を
し
て
い
る
。

私
は
少
年
の
時
に
夏
の
朝
、
鎌
倉

八
幡
宮
の
庭
の
蓮
の
花
の
開
く
音
を
き
い

た
こ
と
が
あ

っ
た
。
秋
の
夕
、
玉
川

の
河
原
で
月
見
草
の
花
の
開
く
音
に
耳
を

傾
け
た
こ
と
も
あ

っ
た
。
夢
の
よ
う
な
昔
の
夢
の
よ
う
な
思
出
で
し
か
な

い
。

ほ
の
か
な
音

へ
の
憧
憬
は
今
の
私
か
ら
も
去
ら
な
い
。
私
は
今
は
偶
然
性
の
誕

生

の
音

を

聞

こ
う

と

し

て

い
る

。

「ピ

シ

ャ

リ
」

と

も

「
ポ

ッ
ク

リ

」

と

も

「
ヒ

ョ

ッ
コ
リ
」

と
も

「
ヒ

ョ

ッ
ト
」

と

も
聞

こ
え

る
。

「
フ

ッ
ト
」

と

聞

こ
え

る
時

も

あ

る

。

「
不

図

」

と

い
う

の
は

そ

こ
か

ら

出

た

の
か
も

知

れ

な

い
。

場

合

に
よ

っ
て
は

「
ス

ル
リ
」

と

い
う

よ
う

な
音

に
き

こ
え

る

こ
と
も

あ

る
。
偶

然

性

は

驚
異

を

そ
そ

る

。

冖三

一一と

い
う

の
も

「
ス

ル
リ
」

と

関
係

が

あ

る

に
相

違

な

い
。

私
は

嘗

て
偶

然

性

の
誕

生
を

「
離
接

肢

の

一
つ
が

現
実

性

へ
す

る
り

と
滑

っ
て
く

る
推
移

の
ス
ピ

ー
ド

」

と

い
う

よ
う

に

ス
音

の
連

続

で
表

わ

し

て

フ

見

た

こ
と
も

あ

る

(五

6

)
。

1

「偶
然
性
の
誕
生
」
を
表
わ
す
た
め
に
韻
を
踏
む
と

い
う
よ
う
な
こ
と
を
考
え

た
ー

も

つ
と
も
こ
こ
で
は
脚
韻
で
は
な
く
頭
韻
だ
が

の
は
、
お
そ
ら
く

近
代
日
本
の
哲
学
者
の
中
で
も
九
鬼
だ
け
で
あ
ろ
う
。
こ
の
告
白
自
体
が
読
者

に
軽
い
驚
き
と

「お
か
し
み
」
を
伝
え
る
。
「音
と
匂
」
と
い
う
未
発
表
随
筆
は
、

そ
の
短
か
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
偶
然
論
と
押
韻
論
の
双
方
を
産
み
出
し
た
九

鬼
の
精
神
的
母
胎
を
象
徴
的
に
あ
か
す
文
章
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、

《
尖
鋭
な

感
覚
》
だ
け
が
喚
起
し
う
る
プ
ル
ー
ス
ト
的
な
息
苦
し
い
ま
で
の
過
去
の
現
前

と
同
時
に
、
本
来
な
ら
聞
こ
え
る
は
ず
の
な
い
も
の
を
言
語
音
で
捉
え
よ
う
と

し
た
人
間
の
、
狂
気
と
遊
戯
の
両
方
に
境
を
接
す
る

「真
剣
な
お
か
し
み
」
と

で
も
呼
ぶ
ほ
か
な
い
も
の
が
漂

っ
て
い
る
。
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亠
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九
鬼
周
造
以
降
、
詩
の
定
型
、
と
り
わ
け
脚
韻
の
導
入
に
関
し
て
は
お
そ
ら

く
否
定
的
な
意
見
の
方
が
圧
倒
的
に
多

数
を
占
め
る
と
思
わ
れ
る
。
日
本
語
の

詩
に
お
け
る
脚
韻
の
妥
当
性

い
か
ん
は
、
究
極
的
に
は
何
を

「詩
」
と
考
え
る

か
に
よ
っ
て
変
わ
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
興
味
深
い
の
は
、
日
本
で
は
短
歌

・
俳

句
が
も

っ
ぱ
ら
定
型
を
担

っ
て
い
る
せ

い
か
、
む
し
ろ
詩
に
定
型
を
導
入
し
よ

う
と
す
る
言
説
の
方
に
日
本
語
の
可
変
性
を
説
く
姿
勢
が
現
れ
る
こ
と
だ
。
九

鬼
は

《
言
霊
の
さ
き
わ
う
国
》
と
言
い
、
外
来
語
を
排
撃
し
な
が
ら
も
、

《
一

国
語
の
音
声
学
的
性
格
な
ど
と

い
う
も

の
は
動
き
が
取
れ
な

い
ほ
ど
固
定
的
な

ヨ

も
の
で
は
な
い
》
(四

29
)
と
記
し
て
い
る
。
弁
明
の
文
脈
の
中
に
は
さ
ま
れ
た

何
げ
な
い

一
文
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
西
欧
文
芸
の
輸
入
か
ら
出
発
し
た
日
本

の
近
現
代
詩
が
は
ら
む
本
質
的
な
不
安
定
さ
が
前
提
さ
れ
て
い
る
と
同
時
に
、

九
鬼
自
身
の
意
図
を
越
え
て
現
在
で
も
生
き
続
け
る

「詩
」

へ
の
姿
勢
を
読
み

取
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
思
う
。

註ω

飯
島
耕

一

「定
型
詩
論
議
、
こ
の

一
年
」
『定
型
論
争
』

一
九
九

一
年
、
風
媒
社
、

一
九

一

頁

(初
出
は

『現
代
詩
手
帖
』

一
九
九
〇
年
十
二
月
号
)
。
た
だ
し
引
用
部
の
文
脈
は
も
と
も
と
、

詩
に
定
型
を
求
め
る
議
論
は

「
い
つ
で
も
回
帰
し
て
く
る
」
と

い
う
松
浦
寿
輝
の
発
言
に
対
し

て
、
「
四
十
年
に

一
度
し
か
回
帰
は
し
な
か
っ
た
」
と
飯
島
氏
が
反
論
す
る
文
脈
で
使
わ
れ
て
い

る
。

ω

た
と
え
ば
飯
島
氏
は
新
し

い
定
型
詩
を
期
待
す
る
文
脈
の
中
で
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

《
日
本
中
で
五
人
か
十
人
の
十
代
半
ば
が
、
た
と
え
ば
九
鬼
周
造
の

『日
本
詩
の
押
韻
』
を
読

む
と

い
う
可
能
性
が
あ
れ
ば
い
い
。

い
ま

に
い
た
る
ま
で
九
鬼
の
論
文
は
説
得
性
と
有
効
性
を

持

っ
て
い
る
》

(
『定
型
論
争
』

一
〇

一
頁
)
。
ま
た
定
型
論
争
と
同
時
期
に
出
版
さ
れ
た
梅
本

健
三

『詩
法
の
復
権

現
代
日
本
語
韻
律
の
可
能
性
』

(西
田
書
店
、

一
九
八
九
年
)
の
中
で
、

梅
本
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

《
萩
原
朔
太
郎
が
主
と
し
て
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
熱
心
に
論
じ

て
倦
ま
な
か

っ
た
よ
う

に
、
脚
韻
を
論
じ
て
倦
ま
な
か

っ
た
人
に
九
鬼
周
造

が
あ
る
。
そ

の

「
日
本
詩
の
押
韻
」
が
、
い
わ
ば
言
語
類
型
論
的
立
場
に
立

っ
て
、
行
き
届
い
た
も
の
で
あ
る
こ

と
は
疑
う
余
地
が
な

い
。
論
の
構
成

の
堅
固
さ
、
展
開
の
手
順

の
遺
漏
の
無
さ
は
、
真
似
の
で

き
な
い
も

の
だ
と
思
う
。
引
例

の
豊
富
さ
と
、
論
点

へ
の
配
分

の
周
到
な
目
配
り

の
き

い
た
妥

当
さ
も
、
学
識

に
乏
し
い
私
の
よ
う
な
読
者
は
、
驚
嘆
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。
た
だ
極
め
て
残

念
な
こ
と

に
は
、
九
鬼
周
造
は
リ
ズ

ム
に
関
し
て
ほ
と
ん
ど
触
れ
よ
う
と
し
て
い
な

い
。
む
ろ

ん
意
図
的
に
そ
う
し
た
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
》

(
一
八
八
頁
)
。

㈹

全
集
第
五
巻
、
二
七
三
頁
。
以
下
、
全
集
か
ら
の
引
用
は
引
用
部
の
後
に
漢
数
字
で
巻
数
を
、

算
用
数
字
で
頁
数
を
記
す
。
ま
た
正
字
は
略
字
に
、
旧
か
な
は
現
行
の
か
な
つ
か

い
に
改
め
た
。

ω

坂
部
恵

『
不
在
の
歌

九
鬼
周
造
の
世
界
』

T
B
S
ブ
リ
タ
ニ
カ
、

一
九
九
〇
年
、

一
九
九

-
二
〇
〇
頁
。

坂
部
氏
に
よ
れ
ば
、
『
「
い
き
」

の
構
造
』
準
備
稿
で
あ
る

「
「
い
き
」

の
本
質
」
、
ま
た
雑
誌
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『
思
想
』
に
掲
載

(昭
和
五
年

一
月

・
二
月
)
さ
れ
た

「
「
い
き
」
の
構
造
」
に
あ

っ
て
は
、
必

ず
し
も

「
い
き
」
と
い
う
概
念
を
民
族
主
義
的
見
地
か
ら
の
み
理
解
が
可
能
な
も
の
と
捉
え
て

お
ら
ず
、

《
あ
く
ま
で
異
文
化
と
の
開
か
れ
た
二
元
的
な
緊
張
関
係
な

い
し
独
立
の
二
元

の
邂

逅
の
う
ち
に
お
い
て
捉
え
、
そ
の
移
出
な

い
し
移
植
の
可
能
性
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
は
そ
の
逆

輸
入
の
可
能
性
に
つ
い
て
す
ら
、
積
極
的
に
語
る
の
に
た

い
し
て
、
決
定
稿
は
、
も
は
や
そ
の

二
元
的
な
緊
張
を
大
幅
に
失

っ
て
、
む
し
ろ

(シ
ョ
ー
ビ

ニ
ズ
ム
と
い
わ
ぬ
ま
で
も
、
そ
れ

へ

の
耐
性
の
き
わ
め
て
低

い
)
閉
鎖
的
な
文
化
特
殊
主
義
な

い
し
単
な
る
文
化
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
へ
の
傾
斜
を
あ
き
ら
か
に
見
せ
る
の
で
あ
る
》

(同
書

一
〇
二
頁
)
と
述
べ
る
。
そ
し
て
こ

の
よ
う
な
変
化
が
や

っ
て
く
る
時
期
に
関
し
て
は
、
帰
朝

(
一
九
二
九
年
初
頭
＼

『思
想
』

へ

の
発
表

(
一
九
三
〇
年

一
月

・
二
月
)、
決
定
稿

の
単
行
本
刊
行

(
一
九
三
〇
年
十

一
月
)
と

い

う
経
過
か
ら
推
測
し
て
、

《帰
朝
後

一
年
を
経
た
の
ち
に
来
る
ほ
ん
の
数
ヶ
月
の
間
に
、
周
造

の
内
面
に
は
ら
ま
れ
た
自
文
化
と
異
文
化

の
独
立
の
二
元

の
間
の
内
的
緊
張
、
な

い
し
真

に
開

か
れ
た
文
化
多
元
主
義

の
思
考
は
、
急
速

に
失
わ
れ
、
む
し
ろ
閉
鎖
的
な
文
化
特
殊
主
義
な

い

し
文
化
ナ
シ

ョ
ナ
リ
ズ
ム

へ
の
傾
き
を
強
め
て
行

っ
た
も

の
と
推
測
さ
れ
る
》

(
一
〇
三
頁
)

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

㈲

引
用
部
分
、
テ
キ
ス
ト
④

に
お
い
て
は

《
「言
霊
の
さ
き
わ
う
国
」
と

い
う
こ
と
が
、
世
界

に
む
か

っ
て
聊
か
の
欺
瞞
な
く
云
わ
れ
得
る
の
で
あ
る
、
詩
は
日
本
性
と
共
に
世
界
性
に
於
て

自
覚
し
な
け
れ
ば
だ
め
で
あ
る
》

(
四

49
)
と
改
訂
さ
れ
て
い
る
。
④
で
は
こ
の
よ
う
に

「日

4

本
」
と

「世
界
」
を
対
に
し
て
強
調
す
る
よ
う
な
改
変
が
多
く
見
ら
れ
る
。

㈲

坪
井
秀
人

『声

の
祝
祭
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、

一
九
九
七
年
、
十

一
頁
。

ω

同
書
、
十
ニ
ー
十
三
頁
。

㈲

中
村
真

一
郎

「
「
日
本
詩
の
押
韻
」
と

マ
チ
ネ

・
ポ

エ
チ

ッ
ク
」
九
鬼
周
造
全
集
月
報
6

(第
五
巻
)
、
二
頁
。

働

講
義
ノ
ー
ト

「文
学
概
論
」
で
は
こ
の
俳
句
を
芭
蕉
の
も
の
と
し
て
い
る

(十

一
20
)
が
、

1

芭
蕉
に
該
当
す
る
も
の
は
な
く
、
作
者

・
出
典
に
つ
い
て
は
未
詳
で
あ
る
。

㈲

未
発
表
随
筆

「か
れ
ひ
の
贈
物
」
の
中
に
は

《偶
然
な
ど
と

い
う
奴
は

「尖
鋭
の
精
神
」
の

権
化
み
た
よ
う
な
も

の
で
、
よ

つ
ぼ
ど
精
神
を
ほ
そ
く
と
ん
が
ら
か
さ
な

い
で
は
捉
え
に
く
い

代
物
だ
》
と

い
う
文
が
あ
る

(
五

〇〇
)
。
こ
こ
で
い
う

《知
鎗
.分
糯
裾
》

と
、

《
衣
ず
れ
の
微
韻

2

に
も
人
知
れ
ず
陶
酔
を
投
げ
る
尖
鋭
な
感
覚
》
と
い
う

の
は
ほ
ぼ
同
じ
も

の
を
指
し
て
い
る
と

見
て
よ
い
だ
ろ
う
。

ω

「離
接
肢
の

一
つ
が
現
実
性

へ
す
る
り
と
滑

っ
て
く
る
推
移

の
ス
ピ

ー
ド
」
と

い
う
語
句
は

「哲
学
私
見
」

(『人
間
と
実
存
』
所
収
)
に
見
え
る
。
全
集
第
三
巻
、

一
二
〇
頁
。
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