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は
じ
め
に

　
本
稿
で
は
、
同
時
期
に
発
表
さ
れ
た
夏
目
漱
石
の
「
草
枕
」
と
小
川
未
明
の
小
品
を
対
照
し

て
考
察
し
、
明
治
文
学
に
お
け
る
自
然
観
の
変
遷
を
捉
え
る
た
め
の
一
助
と
し
た
い
。

　
取
り
上
げ
る
の
は
「
草
枕
」
（
「
新
小
説
」
明
治
3
9
・
9
）
第
五
章
の
髪
結
床
の
場
面
と
、
未

明
の
小
品
「
田
舎
の
理
髪
師
」
（
「
読
売
新
聞
」
明
治
3
9
・
9
・
9
）
で
あ
る
。
未
明
の
作
品

は
「
草
枕
」
の
反
響
を
当
時
の
新
聞
雑
誌
に
探
し
て
行
く
中
で
行
き
当
た
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、

「
草
枕
」
か
ら
発
想
を
得
た
作
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

（一

j

　
「
草
枕
」
の
当
該
箇
所
は
、
語
り
手
の
画
工
が
髪
結
床
の
客
と
な
り
、
江
戸
っ
子
の
「
親

方
」
と
会
話
す
る
中
で
、
ふ
と
向
き
合
っ
た
鏡
の
裡
に
の
ど
か
な
春
景
色
と
川
端
で
「
貝
を

む
い
て
居
る
」
「
六
十
許
り
の
爺
さ
ん
」
の
姿
を
み
つ
け
る
場
面
で
あ
る
。
こ
の
後
、
画
工
は

「
此
景
色
と
此
親
方
と
は
到
底
調
和
し
な
い
」
と
考
え
て
い
る
が
、
両
者
が
対
比
さ
れ
る
の
は
、

鏡
に
映
っ
た
春
景
色
が
、
永
遠
性
を
暗
示
す
る
風
景
と
し
て
見
い
だ
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

「
小
刀
」
を
使
い
、
黙
っ
て
貝
の
「
赤
い
味
」
を
む
き
続
け
る
「
爺
さ
ん
」
は
、
二
章
で
茶
店

の
「
婆
さ
ん
」
が
峠
を
行
き
来
す
る
人
や
馬
を
幾
年
も
送
り
迎
え
て
き
た
存
在
と
し
て
観
じ
ら

れ
て
い
た
の
と
同
質
の
象
徴
性
を
帯
び
て
い
る
。
ま
た
、
投
げ
出
さ
れ
た
貝
殻
は
「
陽
炎
を
向

へ
横
切
」
っ
て
一
瞬
「
光
り
を
放
」
ち
、
「
丘
の
如
く
に
堆
か
く
、
積
み
上
げ
ら
れ
」
な
が
ら
、

や
が
て
「
崩
れ
」
、
「
砂
川
の
底
に
落
ち
て
」
行
く
が
、
そ
の
貝
の
山
が
崩
れ
、
川
底
に
落
ち
る

さ
ま
は
「
浮
世
の
表
か
ら
、
暗
ら
い
国
へ
葬
ら
れ
る
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
画
工
の
視
線
は
、

そ
の
川
の
流
れ
が
遠
く
「
鈍
刀
を
溶
か
し
て
、
気
長
に
の
た
く
ら
せ
た
様
に
見
え
る
」
海
ま
で

続
い
て
行
く
こ
と
も
追
っ
て
お
り
、
の
ど
か
な
春
景
色
を
彷
彿
さ
せ
な
が
ら
、
生
と
死
を
司
る

自
然
の
永
遠
性
を
暗
示
し
た
場
面
と
な
っ
て
い
る
。

　
一
方
、
未
明
の
「
田
舎
の
理
髪
師
」
も
ま
た
、
髪
結
床
／
理
髪
店
の
客
と
な
っ
た
語
り
手
が

鏡
の
裡
に
自
然
の
風
景
と
人
の
姿
を
捉
え
、
そ
こ
に
永
遠
性
を
垣
間
見
る
作
品
で
あ
る
。

　
影
響
関
係
を
確
定
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
「
草
枕
」
の
掲
載
さ
れ
た
「
新
小
説
」
は
8

月
2
7
日
に
出
た
こ
と
が
漱
石
の
寺
田
寅
彦
宛
書
簡
（
明
治
3
9
・
9
・
2
）
に
記
さ
れ
て
お
り
、

未
明
の
速
筆
を
あ
わ
せ
て
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
の
刺
激
を
受
け
て
9
月
9
日
に
「
田
舎
の
理
髪

師
」
を
発
表
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、
学
生
時
代
に
未
明
と
同
居
し
て
い
た
友
人
の
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伸
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が
、
す
で
に
漱
石
を
対
象
と
し
て
批
評
活
動
を
開
始
し
て
い
た
こ
と
か
ら
見

て
も
、
未
明
が
「
草
枕
」
を
読
ん
だ
可
能
性
は
高
い
と
思
わ
れ
る
。

⌒
二
）

　
お
そ
ら
く
「
田
舎
の
理
髪
師
」
に
は
「
草
枕
」
か
ら
の
発
想
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ

る
が
、
作
品
か
ら
受
け
る
印
象
は
大
き
く
異
な
り
、
未
明
は
そ
こ
に
自
ら
の
世
界
を
創
り
出
し

て
い
る
。

　
未
明
の
創
作
活
動
は
早
稲
田
大
学
在
学
中
の
坪
内
遣
遥
宅
で
の
勉
強
会
か
ら
始
ま
り
、
「
漂

浪
児
」
（
「
新
小
説
」
明
治
3
7
・
9
）
か
ら
出
発
し
て
、
こ
こ
ま
で
5
0
編
以
上
の
小
説
を
発
表
し

て
い
る
。
非
常
な
多
作
で
あ
り
、
ま
だ
習
作
の
段
階
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
作
風
に
は
一

貫
し
た
も
の
が
あ
り
、
例
え
ば
相
馬
御
風
は
未
明
の
初
期
作
品
に
つ
い
て
「
北
国
人
」
の
風
土

性
と
「
内
部
生
命
」
に
拠
っ
て
立
つ
「
文
壇
に
あ
つ
て
稀
に
見
る
ユ
ニ
ッ
ク
」
さ
を
指
摘
し
、

「
帰
趨
な
き
漂
浪
児
の
た
よ
り
な
い
生
活
気
分
」
の
う
ち
に
も
「
憧
憬
」
と
「
追
懐
」
と
「
哀

泣
」
の
慰
め
の
あ
る
こ
と
を
描
き
、
そ
こ
に
「
作
者
の
同
情
」
が
あ
る
こ
と
を
言
っ
て
い
る

（「

ｬ
川
未
明
論
」
「
早
稲
田
文
学
」
明
治
4
5
・
1
）
。
こ
う
し
た
作
風
は
「
田
舎
の
理
髪
師
」
に

も
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
お
り
、
次
の
よ
う
な
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

　
「
田
舎
の
理
髪
師
」
の
「
自
分
」
は
「
力
強
き
光
が
天
地
を
包
ん
で
ゐ
る
」
「
夏
の
昼
過
ぎ
」

に
、
静
か
な
町
は
ず
れ
の
理
髪
店
で
髪
を
刈
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
「
ド
コ
ド
ン
、
ド
コ
ド
ン

：
：
：
」
と
い
う
団
扇
太
鼓
の
音
が
遠
く
か
ら
聞
こ
え
は
じ
め
、
や
が
て
「
自
分
」
の
向
き

合
う
鏡
の
中
に
老
人
と
十
六
七
歳
の
娘
の
二
人
連
れ
の
六
部
の
姿
が
あ
ら
わ
れ
る
。
二
人
は

「
十
五
六
分
も
念
仏
を
唱
へ
な
が
ら
、
家
の
前
に
立
つ
て
ゐ
た
が
理
髪
店
の
主
人
は
一
文
の
銭

も
や
ら
な
か
つ
た
」
た
め
に
ま
た
立
ち
去
っ
て
行
く
。
し
か
し
、
「
自
分
」
の
胸
に
は
娘
の

「
涼
し
い
憂
へ
に
痛
ん
だ
眸
の
色
」
が
残
り
、
た
だ
一
度
見
た
あ
の
「
順
礼
者
」
六
部
の
娘
こ

そ
が
「
真
に
天
の
意
に
適
う
て
ゐ
る
我
が
恋
人
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
「
空
想
に
耽
」
る
。
最

後
に
理
髪
店
を
立
ち
去
る
「
自
分
」
は
改
め
て
「
広
野
に
飛
ぶ
白
雲
の
姿
」
と
「
其
の
下
に
遠

く
く
通
う
て
ゐ
る
並
木
の
木
立
」
を
眺
め
、
「
蒼
荘
た
る
月
夜
に
は
、
見
渡
す
限
り
の
神
秘

の
光
景
が
、
此
の
鏡
中
に
映
ず
る
で
あ
ら
う
」
と
ま
だ
見
ぬ
月
夜
の
さ
ま
に
も
思
い
を
馳
せ
る
。

そ
し
て
こ
の
「
古
び
た
る
鏡
」
は
「
恐
ら
く
是
よ
り
長
へ
に
平
和
な
田
園
の
景
色
」
の
「
四
時

に
其
の
趣
の
変
り
行
く
光
景
」
を
宿
し
、
そ
の
裡
に
「
寂
し
さ
う
に
歩
む
旅
人
、
素
朴
の
村
人
、

赤
い
帯
を
占
た
田
舎
少
女
の
日
に
幾
人
と
な
く
、
前
を
通
り
過
ぎ
て
末
は
草
に
隠
る
・
」
姿
を

映
す
だ
ろ
う
、
し
か
し
、
「
彼
の
み
す
ぼ
ら
し
い
順
礼
者
の
姿
だ
け
は
、
も
う
く
決
し
て
再

び
此
家
の
前
に
立
つ
の
は
見
ら
れ
な
い
」
の
だ
と
慨
嘆
す
る
。

　
た
だ
一
度
見
た
娘
の
眸
に
運
命
を
感
じ
取
る
避
遁
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
自
然
の
永
遠
性

の
も
と
に
人
の
営
み
を
思
う
観
想
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
が
主
眼
と
な
っ
て
い
る
が
、
未
明
の

そ
れ
は
い
か
に
も
沈
ん
で
寂
し
く
、
そ
れ
だ
け
に
漂
泊
の
貧
し
い
境
遇
に
寄
せ
る
憐
れ
の
情
を

感
じ
さ
せ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
、
こ
の
作
の
同
情
は
目
の
前
の
人
に
声
を
か
け
る
性

質
の
も
の
で
は
な
く
、
髪
を
刈
る
主
人
も
老
人
と
娘
も
一
篇
を
通
じ
て
す
べ
て
鏡
の
中
に
宿

る
〈
鏡
像
〉
と
し
て
眺
め
ら
れ
て
い
る
。
鏡
は
、
人
の
手
に
よ
っ
て
変
え
る
こ
と
の
出
来
な
い

自
然
や
人
の
営
み
を
そ
の
ま
ま
平
静
に
映
し
出
す
場
と
し
て
あ
り
、
そ
こ
に
先
の
相
馬
御
風
が

ま
た
未
明
の
初
期
作
品
の
特
色
の
一
つ
と
し
た
「
一
種
の
冷
た
い
諦
め
の
調
子
」
（
「
小
川
未
明

論
」
「
早
稲
田
文
学
」
明
治
4
5
・
1
）
が
あ
る
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る
。

⌒
三
）

　
自
然
の
永
遠
の
相
の
も
ど
に
人
の
営
み
を
思
う
観
想
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
は
、
明
治
3
0
年

頃
、
国
木
田
独
歩
に
よ
っ
て
拓
か
れ
て
い
た
と
考
え
て
い
る
が
、
「
春
の
鳥
」
（
「
女
学
世
界
」

明
治
3
7
・
3
）
を
典
型
と
し
て
、
そ
こ
に
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
影
響
が
あ
っ
た
こ
と
は
周
知
の
通

り
で
あ
り
、
未
明
と
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
関
係
も
見
て
お
き
た
い
。

　
未
明
の
作
風
と
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
明
朗
さ
と
は
や
や
異
質
で
あ
る
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る

が
、
未
明
が
早
稲
田
大
学
在
学
中
に
最
も
惹
か
れ
て
い
た
の
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
ロ
マ
ン
派
詩
人

で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
「
上
京
当
時
の
回
想
」
（
「
文
章
世
界
」
大
正
3
・
5
）
に
は
、
師
で

あ
る
坪
内
遣
遥
の
著
書
『
英
詩
文
評
釈
』
（
東
京
専
門
学
校
出
版
部
　
明
治
3
5
・
6
）
を
「
非

常
な
感
興
を
も
っ
て
耽
読
し
」
「
そ
れ
か
ら
私
は
英
国
の
ロ
マ
ン
チ
シ
ス
ト
の
詩
を
愛
読
し
た
。

そ
の
中
で
、
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
、
バ
ー
ン
ズ
、
コ
ル
レ
ッ
ジ
の
詩
な
ど
に
少
な
か
ら
ぬ
感
動
を
う

け
た
」
と
あ
る
。
ま
た
、
明
治
3
7
年
に
は
、
帝
大
か
ら
転
任
し
て
き
た
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー

ン
の
教
え
を
受
け
る
機
会
が
あ
り
、
未
明
は
「
怪
談
」
を
は
じ
め
と
す
る
ハ
ー
ン
の
著
作
に
魅

力
を
感
じ
て
す
べ
て
を
読
み
、
卒
論
に
も
「
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
を
論
ず
」
（
明
治
3
8
・

7
）
を
提
出
し
て
い
る
が
、
英
語
で
行
わ
れ
る
ハ
ー
ン
の
授
業
を
聴
く
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た

中
で
も
、
イ
ギ
リ
ス
ロ
マ
ン
派
詩
人
の
講
義
に
は
努
め
て
出
席
し
、
「
や
っ
ぱ
り
ワ
ー
ズ
ワ
ー

ス
や
、
シ
ェ
レ
ー
の
批
評
な
ど
が
一
番
面
白
か
っ
た
」
と
言
っ
て
い
る
。

　
作
品
へ
の
影
響
を
論
じ
る
に
は
更
に
検
討
が
必
要
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
「
田
舎
の
理
髪

師
」
に
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
コ
人
麦
を
刈
る
少
女
」
（
↓
工
巨
弓
㊦
○
口
↓
〉
カ
＜
閃
e
q
＞
㊥
尊
巧
刃
）
に

通
じ
る
詩
想
が
あ
る
こ
と
と
、
同
時
期
に
発
表
さ
れ
た
「
孤
松
」
（
「
趣
味
」
明
治
3
9
・
9
）

（18）
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が
「
霊
魂
不
滅
の
歌
」
（
O
合
o
ロ
■
ユ
日
良
o
目
】
日
∋
o
「
邑
一
蔓
）
を
読
む
こ
と
か
ら
書
き
起
こ

さ
れ
て
い
る
こ
と
の
み
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
「
孤
松
」
は
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
「
霊
魂
不
滅

の
歌
」
（
O
●
Φ
o
o
ぎ
己
日
牲
o
房
】
日
∋
o
「
庄
言
）
に
触
発
さ
れ
て
幼
時
を
回
想
し
て
行
く
小
品

で
あ
り
、
祖
母
に
負
わ
れ
て
い
た
頃
、
遥
か
あ
ち
ら
に
江
戸
が
あ
る
と
、
そ
の
目
印
に
思
っ

て
い
た
一
本
の
松
の
木
の
思
い
出
を
描
い
て
い
る
。
こ
ど
も
に
特
有
の
空
間
感
覚
や
感
情
が

呼
び
起
こ
さ
れ
、
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
と
の
共
鳴
が
見
い
だ
さ
れ
て
い
る
が
、
児
童
文
学
を
志
向
し

て
い
た
未
明
ら
し
い
視
線
が
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
り
、
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
詩
に
こ
ど
も

に
関
す
る
繊
細
な
観
察
が
あ
る
こ
と
は
、
ハ
ー
ン
が
強
調
す
る
と
こ
ろ
で
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ

　
ヨる

。
も
う
一
篇
、
「
田
舎
の
理
髪
師
」
に
通
じ
る
と
思
わ
れ
る
コ
人
麦
を
刈
る
少
女
」
（
↓
工
尊
ウ

ω
○
口
↓
〉
勾
く
男
e
ウ
〉
㊥
ロ
ゥ
問
）
は
、
一
人
で
畑
仕
事
を
し
な
が
ら
歌
を
う
た
う
少
女
を
詠
ん
だ
詩

で
あ
り
、
た
だ
一
度
め
ぐ
り
会
っ
た
少
女
の
美
し
く
も
の
悲
し
い
歌
声
に
惹
か
れ
、
や
が
て

静
寂
に
か
え
っ
た
後
も
長
く
そ
の
声
が
心
に
残
っ
て
い
た
こ
と
を
う
た
っ
て
い
る
。
少
女
の

歌
う
言
葉
は
聞
き
取
る
こ
と
が
出
来
ず
、
詩
人
は
「
o
D
o
日
o
§
言
己
。
。
o
苔
o
≦
二
〇
。
。
ω
゜
o
「
b
巴
口
＼

↓
●
9
庁
9
●
o
o
戸
碧
●
∋
鵠
σ
o
①
ぬ
勘
ロ
↑
。
　
か
つ
て
あ
り
、
ま
た
こ
れ
か
ら
も
起
こ
り
そ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ユ

な
／
人
の
世
の
悲
し
み
、
別
れ
、
あ
る
い
は
苦
し
み
で
も
あ
ろ
う
か
？
」
と
空
想
し
て
い
る
が
、

六
部
の
娘
の
眸
や
、
唱
え
る
念
仏
の
声
に
感
得
さ
れ
て
い
た
の
も
、
同
質
の
人
の
世
の
憐
れ
の

思
い
で
あ
っ
た
。
鄙
び
た
親
し
み
が
あ
り
、
田
園
詩
人
と
し
て
の
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
に
も
共
鳴
し

惹
か
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

（
四
）

　
「
草
枕
」
に
帰
っ
て
見
て
行
き
た
い
。
髪
結
床
の
場
面
で
改
め
て
注
意
さ
れ
る
の
は
、
先
に

述
べ
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
永
遠
性
を
暗
示
す
る
鏡
の
風
景
と
傍
ら
に
い
る
親
方
と
が
見
比
べ

ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
江
戸
っ
子
の
親
方
は
必
ず
し
も
写
実
的
に
描
か
れ
た
人
物

で
は
な
く
、
落
語
の
影
響
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
、
画
工
に
と
っ
て
は
那
美
の
噂
話

を
す
る
よ
う
な
俗
も
含
ん
で
、
実
際
に
会
話
し
、
交
渉
す
る
相
手
と
な
っ
て
い
る
。
場
面
は
、

親
方
と
の
会
話
↓
（
鏡
の
風
景
）
↓
了
念
の
登
場
と
進
む
が
、
賑
や
か
な
会
話
の
合
間
に
春
の

景
色
が
見
い
だ
さ
れ
、
画
工
は
そ
の
変
化
を
鋭
敏
に
捉
え
、
「
今
わ
が
親
方
は
限
り
な
き
春
の

景
色
を
背
景
と
し
て
、
一
種
の
滑
稽
を
演
じ
て
ゐ
る
」
「
春
の
日
に
尤
も
調
和
せ
る
一
彩
色
で

あ
る
」
と
思
考
を
展
開
す
る
の
で
あ
る
。

　
独
歩
に
よ
っ
て
観
想
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
が
見
い
だ
さ
れ
た
時
、
傍
ら
に
い
て
会
話
す
る

相
手
よ
り
も
、
む
し
ろ
風
景
の
裡
に
見
い
だ
さ
れ
た
人
の
方
が
心
に
残
る
と
い
う
逆
転
が
起
き

て
い
た
こ
と
は
、
「
忘
れ
え
ぬ
人
々
」
（
「
国
民
之
友
」
明
治
3
1
・
4
）
に
典
型
的
に
描
か
れ
て

い
る
。
柄
谷
行
人
は
こ
れ
を
「
風
景
の
発
見
」
と
し
て
論
じ
て
い
る
が
（
『
日
本
近
代
文
学
の

起
源
』
講
談
社
　
昭
和
5
5
・
8
）
、
「
草
枕
」
の
画
工
は
、
そ
う
し
た
明
治
文
学
の
流
れ
に
あ
ら

わ
れ
て
い
た
視
界
の
転
換
を
、
目
前
の
現
在
の
体
験
と
し
て
発
見
し
、
思
考
し
て
い
る
と
言
え

る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
「
草
枕
」
は
言
文
一
致
の
よ
う
や
く
定
着
普
及
す
る
3
0
年
代
の
末
年
に
あ
っ
て
、
あ
え
て
多

様
な
言
葉
の
湧
出
を
採
っ
た
作
品
で
あ
り
、
そ
の
文
体
の
切
り
替
わ
り
が
作
品
の
リ
ズ
ム
に
な

る
と
と
も
に
、
画
工
も
ま
た
調
子
の
変
化
に
意
識
的
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
冒
頭
で
は
山
道
を

行
き
な
が
ら
石
に
蹟
く
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
ま
で
の
漢
語
を
駆
使
し
た
思
考
が
途
切
れ
、
か
わ

り
に
向
山
の
眺
望
が
目
に
入
っ
て
く
る
。
「
高
砂
の
姫
」
や
「
盧
雪
の
か
い
た
山
姥
」
に
見
立

て
ら
れ
た
茶
店
の
「
婆
さ
ん
」
は
、
画
工
が
描
こ
う
と
写
生
帳
を
取
り
上
げ
る
途
端
に
姿
勢
を

崩
し
て
し
ま
う
。
「
逡
巡
と
し
て
曇
り
勝
ち
な
る
春
の
空
を
、
も
ど
か
し
と
許
り
に
吹
き
払
ふ

山
嵐
の
、
思
ひ
切
り
よ
く
通
り
抜
け
た
前
山
の
一
角
は
、
未
練
も
な
く
晴
れ
尽
く
し
て
、
老
堰

の
指
さ
す
方
に
噴
玩
と
、
あ
ら
削
り
の
柱
の
如
く
聾
え
る
の
が
天
狗
岩
だ
さ
う
だ
。
」
と
い
う

描
写
は
、
濃
密
な
詩
的
連
想
を
広
げ
な
が
ら
、
最
後
に
「
～
の
が
天
狗
岩
だ
さ
う
だ
」
と
い
う

言
文
一
致
の
判
断
に
帰
っ
て
く
る
所
に
、
落
差
の
お
も
し
ろ
み
が
感
じ
ら
れ
る
。
縁
側
を
行
き

来
す
る
振
り
袖
姿
の
女
に
詩
的
空
想
を
触
発
さ
れ
る
六
章
の
場
面
も
、
そ
れ
は
幻
想
で
あ
る
よ

り
、
女
が
那
美
で
あ
る
こ
と
は
見
え
て
い
て
、
そ
こ
に
詩
的
イ
メ
ー
ジ
を
重
ね
て
み
る
〈
つ
も

り
の
見
立
て
〉
で
あ
る
。
画
工
に
は
幻
想
に
す
べ
て
を
奪
わ
れ
て
し
ま
わ
な
い
、
通
常
の
判
断

に
帰
る
道
が
常
に
担
保
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
時
に
知
的
遊
び
の
要
素
が
強
い
よ

う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
作
品
の
最
後
は
、
前
夫
を
見
送
り
な
が
ら
「
憐
れ
」
の
表
情
を
浮
か
べ

る
那
美
に
、
画
工
が
肩
を
叩
い
て
「
そ
れ
が
出
れ
ば
画
に
な
り
ま
す
よ
」
と
教
え
る
の
で
あ
り
、

こ
の
場
面
で
そ
れ
が
許
さ
れ
る
の
は
、
画
工
と
那
美
に
平
静
（
平
気
）
で
あ
ろ
う
と
す
る
こ
と

を
良
し
と
す
る
非
人
情
精
神
が
共
有
さ
れ
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
そ
こ
に
「
憐
れ
」
の
情
が
彷

彿
す
る
と
は
思
わ
れ
な
い
が
、
一
方
で
、
那
美
が
禅
寺
に
通
う
こ
と
が
言
わ
れ
、
「
草
枕
」
の

中
で
も
最
も
美
し
い
場
面
の
一
つ
と
し
て
＝
章
の
観
海
寺
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
は
注
意
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ら
ピ

て
お
い
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

　
画
工
は
常
に
目
前
の
現
在
の
体
験
を
注
視
し
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
詩
的
連
想
を
広
げ
、
ま
た

日
常
に
帰
り
、
思
考
を
続
け
て
い
る
。
「
草
枕
」
の
魅
力
の
一
つ
は
、
そ
の
間
に
批
評
精
神
が

活
き
て
働
い
て
い
る
こ
と
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
正
岡
子
規
が
創
始
し
た
写
生
文
の

ス
タ
イ
ル
を
継
ぐ
も
の
で
も
あ
り
、
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
は
写
生
文
と
し
て
日
記
を
募
集
す
る
際

（19）



明治文学における自然観の変遷に関する一考察

に
「
記
事
は
気
象
、
公
事
、
私
事
、
見
聞
事
項
、
又
は
こ
れ
に
関
す
る
連
想
議
論
等
凡
て
其
日

に
起
り
た
る
も
の
に
限
る
。
事
実
な
ら
ぬ
事
は
事
実
の
如
く
記
す
べ
か
ら
ず
。
文
体
随
意
。
詩

歌
俳
句
等
を
用
ゐ
る
も
妨
げ
ず
。
」
と
い
う
「
投
稿
注
意
」
を
掲
げ
て
い
た
。
「
事
実
」
で
あ
る

こ
と
と
い
う
制
約
は
あ
る
が
、
必
ず
し
も
客
観
写
実
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
ず
体

験
の
現
在
時
で
あ
る
「
其
日
」
に
立
ち
返
っ
て
、
そ
こ
に
浮
か
ぶ
「
連
想
議
論
等
」
も
あ
わ
せ

て
「
文
体
随
意
」
に
描
く
こ
と
に
よ
り
、
「
読
者
を
し
て
己
と
同
様
に
面
白
く
感
ぜ
し
め
ん
と

す
る
」
（
子
規
「
叙
事
文
」
「
日
本
付
録
週
報
」
明
治
田
・
1
・
⑳
）
、
臨
場
感
あ
る
生
き
生
き

と
し
た
文
の
魅
力
を
創
り
出
す
こ
と
が
志
向
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
徒
歩
や
車
に
よ
っ
て
移

動
し
な
が
ら
目
前
の
体
験
を
描
い
て
行
く
文
の
面
白
さ
は
、
子
規
の
「
車
上
所
見
」
（
「
ホ
ト
ト

ギ
ス
」
明
治
3
1
・
1
1
）
、
「
熊
手
と
提
灯
」
（
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
明
治
Ω
・
1
2
）
、
「
車
上
の
春
光
」

（「

z
ト
ト
ギ
ス
」
明
治
3
3
・
7
）
な
ど
に
も
繰
り
返
し
描
か
れ
て
い
る
。
子
規
の
写
生
文
の
精

神
を
虚
構
に
活
か
し
、
自
身
の
う
ち
に
蓄
積
さ
れ
た
言
葉
や
イ
メ
ー
ジ
を
画
工
に
託
し
、
改
め

て
湧
出
さ
せ
な
が
ら
、
な
お
批
評
精
神
を
働
か
せ
て
行
く
と
こ
ろ
に
、
漱
石
の
出
発
期
の
作
で

あ
る
「
草
枕
」
が
企
図
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
小
論
で
は
髪
結
床
の
風

景
の
み
を
取
り
上
げ
た
が
、
「
草
枕
」
の
画
工
の
体
験
に
は
更
に
同
時
代
文
学
の
動
向
が
捉
え

ら
れ
て
い
る
と
考
え
て
お
り
、
今
後
も
検
討
を
加
え
て
行
き
た
い
。

終
わ
り
に

　
明
治
3
9
年
に
発
表
さ
れ
た
夏
目
漱
石
の
「
草
枕
」
と
小
川
未
明
の
小
品
と
が
、
と
も
に
永
遠

性
を
暗
示
す
る
自
然
と
人
の
風
景
を
〈
鏡
像
〉
と
し
て
描
き
、
未
明
が
そ
こ
に
漂
泊
の
憐
れ
の

情
を
描
い
て
い
た
こ
と
、
ま
た
「
草
枕
」
で
は
同
時
に
批
評
の
視
線
が
立
ち
上
が
っ
て
、
そ
の

批
評
精
神
の
躍
動
に
作
品
の
魅
力
が
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
た
。

　
漱
石
の
未
明
作
品
へ
の
言
及
と
し
て
は
「
田
舎
の
理
髪
師
」
よ
り
半
年
ほ
ど
前
に
な
る
「
人

生
」
（
「
早
稲
田
文
学
」
明
治
⑮
・
3
）
に
つ
い
て
「
未
明
君
独
り
感
慨
を
催
し
て
居
る
読
者
は

何
と
も
な
い
。
あ
ん
な
に
感
じ
を
人
に
強
い
る
も
の
ち
や
な
い
」
と
記
し
た
書
簡
（
野
村
伝
四

宛
　
明
治
3
9
・
3
・
3
）
が
残
さ
れ
て
い
る
。
主
観
性
の
強
す
ぎ
る
こ
と
の
指
摘
で
あ
る
が
、

未
明
は
、
そ
う
し
た
批
判
も
往
々
に
し
て
受
け
、
自
然
主
義
文
学
隆
盛
の
中
で
は
不
遇
を
経
験

し
な
が
ら
、
な
お
遣
遥
に
よ
っ
て
「
作
ら
れ
た
る
人
に
あ
ら
ず
し
て
生
ま
れ
た
る
人
」
で
あ
る

（『

D
人
』
序
　
明
治
4
0
・
5
）
と
評
さ
れ
た
自
身
の
世
界
を
粘
り
強
く
押
し
て
、
息
の
長
い
創

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

作
活
動
を
拓
い
て
行
く
。
そ
の
意
味
で
は
、
流
行
に
よ
ら
ず
「
た
“
自
分
ら
し
い
も
の
が
書
き

た
い
」
（
「
彼
岸
過
迄
に
就
い
て
」
明
治
4
5
・
1
・
1
）
と
い
う
漱
石
の
創
作
観
に
適
う
作
家
で

あ
っ
た
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
未
明
は
、
こ
の
後
、
新
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
会
や
「
赤
い
鳥
」
を
通
し
て
漱
石
の
弟
子
で

あ
る
鈴
木
三
重
吉
と
親
交
を
結
び
、
ま
た
、
朝
日
新
聞
に
は
、
新
進
作
家
の
一
人
と
し
て
武
者

小
路
実
篤
や
谷
崎
潤
一
郎
等
と
と
も
に
漱
石
の
薦
め
を
受
け
、
「
孤
独
」
（
「
大
阪
朝
日
新
聞
」

大
正
2
・
1
・
1
2
）
、
「
石
炭
の
火
」
（
大
正
3
・
8
・
2
6
～
9
・
8
）
を
掲
載
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
る
。

註（
1
）

（
2
）

（
3
）

片
上
と
住
ん
で
い
た
家
に
つ
い
て
未
明
は
「
南
榎
町
」
と
「
上
京
当
時
の
回
想
」
（
「
文
章
世

界
」
大
正
3
・
5
）
に
記
し
て
い
る
が
、
中
村
星
湖
の
「
「
漂
浪
児
」
の
出
た
当
時
」
（
定
本
小

川
未
明
小
説
全
集
　
第
一
巻
　
月
報
一
　
昭
和
融
・
4
）
で
は
「
喜
久
井
町
」
と
回
想
さ
れ
て
い

る
。
い
ず
れ
も
早
稲
田
大
学
の
近
く
で
あ
る
。
記
憶
違
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
未
明
に
は
転
居

癖
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
な
お
、
未
明
は
明
治
田
年
5
月
に
長
岡
市
出
身
で
日
本
女
子
大
卒

の
山
田
キ
チ
と
結
婚
し
て
お
り
、
片
上
と
の
同
居
は
解
消
さ
れ
て
い
る
が
、
自
身
の
文
学
の
理

解
者
と
し
て
は
後
年
も
片
上
の
名
前
を
あ
げ
、
「
私
の
書
い
た
も
の
に
対
し
て
、
文
壇
が
冷
罵
す

る
の
に
引
換
え
て
、
独
り
片
上
君
は
私
の
も
の
に
温
か
い
同
情
と
、
正
し
い
理
解
と
を
持
っ
て
　
　
捌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

く
れ
て
い
た
の
が
私
は
う
れ
し
か
っ
た
。
そ
れ
は
私
の
書
い
た
も
の
が
、
私
自
身
の
生
活
の
叫

び
で
あ
り
、
又
真
面
目
な
要
求
で
あ
る
こ
と
を
親
し
く
接
近
し
て
い
て
、
知
っ
て
い
て
く
れ
た

か
ら
で
あ
る
。
」
（
「
上
京
当
時
の
回
想
」
「
文
章
世
界
」
大
正
3
・
5
）
と
書
い
て
い
る
。

明
治
3
9
年
7
月
、
片
上
伸
（
天
弦
）
は
す
で
に
漱
石
宅
を
訪
問
し
て
「
破
戒
」
評
や
独
歩
評
を

含
む
談
話
「
夏
目
漱
石
氏
文
学
談
」
（
「
早
稲
田
文
学
」
明
治
3
9
・
8
）
を
引
き
出
し
て
お
り
、

こ
の
後
、
「
草
枕
」
に
つ
い
て
は
「
『
草
枕
」
を
読
む
」
（
「
東
京
日
日
新
聞
」
9
月
別
日
）
を
発

表
し
て
い
る
。
更
に
1
0
月
に
は
「
早
稲
田
文
学
」
へ
の
寄
稿
を
漱
石
に
依
頼
し
、
こ
の
原
稿
依

頼
は
漱
石
の
多
忙
の
た
め
実
現
し
な
か
っ
た
が
、
同
時
に
片
上
が
「
早
稲
田
文
学
」
に
発
表
し

た
彙
報
（
「
早
稲
田
文
学
」
、
明
治
3
9
・
1
0
）
に
つ
い
て
は
、
漱
石
は
「
尤
も
精
細
な
真
面
目
な

系
統
の
あ
る
。
労
力
の
入
つ
た
も
の
と
」
し
て
認
め
「
感
謝
」
し
て
い
る
（
明
治
3
9
・
1
0
・
1
4

付
片
上
伸
宛
書
簡
）
。

ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
「
文
学
の
解
釈
」
（
「
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
著
作
集
第
六
巻
」
恒

文
社
　
昭
和
5
5
・
1
2
　
所
収
。
訳
者
・
池
田
雅
之
、
伊
沢
東
一
、
金
沢
豊
、
中
里
壽
明
、
立
野

正
裕
。
）
参
照
。
本
書
は
ハ
ー
ン
が
帝
大
で
行
っ
た
講
義
を
学
生
の
ノ
ー
ト
を
基
に
ま
と
め
、
大

正
4
年
に
ア
メ
リ
カ
で
出
版
さ
れ
た
「
甘
甘
壱
「
0
9
［
δ
ロ
⑩
o
h
い
津
①
日
ε
冨
H
∴
昌
の
翻
訳
で
あ



（
4
）

（（65
））

（
7
）

る
。訳

は
註
（
3
）
の
「
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
著
作
集
第
六
巻
」
（
恒
文
社
　
昭
和
5
5
・
1
2
）
に

よ
る
。

「
草
枕
」
の
観
海
寺
の
場
面
に
つ
い
て
は
、
別
稿
で
考
察
す
る
予
定
で
あ
る
。

漱
石
が
早
稲
田
に
転
居
（
明
治
4
0
・
9
）
し
た
後
、
雑
司
ヶ
谷
に
住
ん
で
い
た
未
明
は
、
散
歩

の
途
中
、
漱
石
と
す
れ
違
う
こ
と
が
よ
く
あ
っ
た
ら
し
く
、
そ
の
頃
を
回
想
し
て
「
ぼ
く
は
心

　
　
　
　
　
　
ゼ

の
中
で
こ
の
低
回
派
何
す
る
も
の
ぞ
と
思
つ
て
、
ぐ
つ
と
に
ら
ん
で
や
つ
た
よ
。
向
こ
う
は
気

が
つ
か
ず
に
通
り
す
ぎ
た
が
ね
」
と
話
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
未
明
が
こ
の
話

を
し
た
と
い
う
の
は
昭
和
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
が
、
直
接
聞
い
た
評
論
家
の
関
秀
雄

は
「
文
壇
で
余
裕
派
と
呼
ば
れ
た
知
性
派
、
教
養
派
の
漱
石
と
、
せ
っ
ぱ
詰
っ
た
苦
悩
派
の
自

然
主
義
文
学
の
作
家
た
ち
と
の
、
双
方
に
な
じ
ま
ず
、
孤
独
な
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
の
旗
を
掲
げ

て
登
場
し
た
、
軒
昂
た
る
若
き
小
川
未
明
の
人
間
味
が
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
に
じ
み
出
て
い
る
よ
う

に
、
わ
た
し
に
は
思
わ
れ
た
」
と
記
し
て
い
る
。
関
秀
雄
「
薄
明
の
時
代
の
文
学
－
愛
読
し
た

「
物
言
は
ぬ
顔
」
と
「
紫
の
ダ
リ
ヤ
」
」
（
定
本
小
川
未
明
小
説
全
集
　
第
二
巻
　
月
報
2
　
講
談

社
昭
和
5
4
・
5
）

「
定
本
小
川
未
明
小
説
企
業
」
未
収
録
作
品
。
「
孤
独
」
の
朝
日
新
聞
掲
載
に
つ
い
て
は
、
漱
石

の
大
正
元
年
1
1
月
1
5
日
付
鈴
木
三
重
吉
宛
て
書
簡
に
、
今
度
「
大
阪
朝
日
新
聞
」
の
日
曜
付
録

に
新
進
作
家
の
短
編
を
掲
載
す
る
こ
と
に
な
り
、
既
に
未
明
に
も
依
頼
し
た
旨
が
記
さ
れ
て
い

る
。
内
容
は
翻
訳
を
し
な
が
ら
東
京
郊
外
に
住
ん
で
い
る
主
人
公
の
も
と
に
彼
を
頼
っ
て
田
舎

の
叔
父
が
上
京
し
て
来
た
こ
と
を
書
い
て
お
り
、
芸
術
を
楽
し
む
郊
外
生
活
の
「
孤
独
」
な
平

和
の
う
ち
に
血
縁
に
つ
な
が
る
地
方
の
事
情
が
侵
入
し
て
来
る
重
苦
し
さ
を
主
題
と
し
て
描
い

て
い
る
。

（21）

教職課程センター紀要　第2号

ー
本
学
非
常
勤
講
師


