
初
出
『
ス
バ
ル
』
（
明
蛇
・
５
）
。
こ
の
歌
も
ご
他
聞
に
も
れ
ず
、
モ
デ
ル

探
し
の
ウ
ル
サ
イ
歌
の
一
つ
。
曰
く
高
村
光
太
郎
、
曰
く
尾
崎
行
雄
、
曰
く

佐
藤
真
一
等
々
。
い
ず
れ
も
決
め
手
に
欠
け
る
。
モ
デ
ル
探
し
の
メ
リ
ッ
ト

は
何
か
。
モ
デ
ル
を
特
定
す
る
こ
と
で
、
作
者
の
あ
る
精
神
的
動
向
が
解
け

れ
ば
、
モ
デ
ル
探
し
も
捨
て
た
も
の
で
は
な
い
。
以
下
、
モ
デ
ル
探
し
に
加

わ
っ
て
み
る
。

結
論
を
言
え
ば
、
こ
の
歌
の
モ
デ
ル
は
害
堂
尾
崎
行
雄
で
あ
る
。
明
治
四
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非
凡
な
る
人

手
が
白
く

且
つ
大
な
り
き

非
凡
な
る
人
と
い
は
る
る
男
に
会
ひ
し
に

『
一
握
の
砂
』
を
読
む
日

十
二
年
四
月
九
日
の
日
記
に
北
村
（
橘
）
智
恵
子
か
ら
の
葉
書
に
ハ
コ
ダ
テ

で
の
別
離
を
回
想
し
、
釧
路
の
坪
仁
子
（
小
奴
）
か
ら
の
手
紙
に
な
つ
か
し

い
気
持
を
高
揚
さ
せ
、
そ
う
し
て
日
記
の
末
尾
に
、

遠
く
で
蛙
の
声
が
す
る
。
あ
あ
、
初
蛙
Ｉ
蛙
の
声
で
思
い
出
す
の
は
、

五
年
前
の
尾
崎
先
生
の
品
川
の
家
の
庭
、
そ
れ
か
ら
、
今
は
九
戸
の
海
岸

に
い
る
堀
田
秀
子
さ
ん
！

と
あ
る
。
『
あ
こ
が
れ
』
（
明
記
・
５
）
が
東
京
市
長
尾
崎
行
雄
に
献
辞
さ
れ

て
あ
る
の
は
余
り
に
有
名
。
こ
の
処
女
詩
集
刊
行
直
前
に
啄
木
は
東
京
市
庁

に
尾
崎
市
長
を
訪
問
し
た
、
と
金
田
一
京
助
に
話
し
た
と
い
う
（
『
石
川
啄

木
』
）
。
こ
の
頃
、
啄
木
は
大
隈
伯
と
の
会
見
を
夢
見
た
り
、
東
大
教
授
姉
崎

正
治
（
噸
風
）
に
親
交
を
求
め
た
り
、
在
米
詩
人
野
口
米
次
郎
に
手
紙
を
送
っ

た
り
、
啄
木
の
〃
有
名
人
病
〃
が
友
人
間
に
「
石
川
は
法
螺
吹
き
だ
」
（
金

田
こ
と
の
悪
評
が
立
つ
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
啄
木
が
一
面
識
も
な

い
尾
崎
市
長
を
訪
問
す
る
に
つ
い
て
は
、
『
太
陽
』
主
筆
烏
谷
部
春
汀
の
名

物
人
物
評
論
が
啄
木
の
興
味
を
引
い
た
の
で
は
な
い
か
。
春
汀
の
『
時
代
人

上
田

四
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博



物
月
旦
』
が
博
文
館
か
ら
刊
行
さ
れ
た
の
は
明
治
三
十
八
年
四
月
十
八
日
で

あ
り
、
こ
の
中
に
「
尾
崎
東
京
新
市
長
」
論
の
一
章
が
あ
る
。
春
汀
は
尾
崎

が
ジ
ス
レ
リ
ー
を
気
取
っ
て
い
る
と
い
う
有
名
な
話
に
、
「
少
し
も
似
て
居

る
処
が
な
い
」
と
す
げ
な
く
、
チ
エ
ソ
バ
レ
ソ
と
比
較
さ
れ
る
世
評
に
つ
い

て
も
、
チ
エ
ソ
バ
レ
ソ
は
「
理
想
家
で
な
く
て
、
実
行
家
」
で
あ
る
点
、
自

分
の
主
観
的
な
理
想
よ
り
も
「
時
代
の
精
神
」
を
心
得
た
真
の
政
治
家
で
あ

る
点
、
尾
崎
は
足
許
に
及
ば
な
い
、
と
こ
れ
ま
た
手
厳
し
い
。
「
理
想
家
」

尾
崎
行
雄
は
春
汀
の
観
察
す
る
と
こ
ろ
は
こ
う
で
あ
る
。

理
想
家
に
免
れ
な
い
短
所
は
、
常
に
自
己
に
重
き
を
置
き
過
ぐ
る
弊
が

あ
っ
て
、
兎
角
時
代
の
精
神
を
看
過
す
る
か
ら
、
実
行
的
手
段
に
は
迂
闇

で
あ
る
や
う
だ
。
此
の
社
会
を
自
己
の
理
想
通
り
に
し
て
見
た
い
と
思
ふ

の
は
、
面
白
い
こ
と
は
面
白
い
が
、
社
会
は
自
己
の
理
想
よ
り
進
歩
し
て

居
る
こ
と
も
あ
り
、
後
れ
て
居
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
平
行
し
て
居
る
こ
と

は
少
な
い
も
の
だ
か
ら
、
理
想
家
は
ド
ー
か
す
る
と
社
会
の
孤
児
と
な
る

の
で
あ
る
。

「
理
想
と
現
実
の
乖
離
破
綻
」
（
明
師
・
吃
・
必
、
姉
崎
正
治
宛
）
の
間

に
苦
闘
し
て
い
た
啄
木
が
、
「
常
に
自
己
に
重
き
を
置
き
」
、
し
た
が
っ
て
時

代
の
現
実
に
し
ば
し
ば
「
社
会
の
孤
児
」
視
さ
れ
る
と
す
る
尾
崎
評
に
親
密

感
を
抱
い
た
こ
と
は
十
分
に
頷
か
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
尾
崎
行
雄
と
犬
養
毅
、

進
歩
党
の
二
人
男
。
大
相
撲
に
お
け
る
梅
ヶ
谷
と
常
陸
山
と
な
ら
び
称
せ
ら

る
る
二
大
政
治
家
は
、
犬
養
の
「
実
行
的
政
治
家
」
、
対
す
る
に
「
理
想
的

政
治
家
」
尾
崎
行
雄
、
と
評
さ
れ
、
尾
崎
の
名
声
は
二
十
年
後
の
昭
和
初
頭

に
お
い
て
も
、
「
奇
誉
を
博
す
る
と
共
に
、
又
奇
識
を
得
た
る
一
世
の
名
士
」

『
一
握
の
砂
』
を
読
む
日

灯
の
「
手
が
白
く
」
の
次
歌
以
下
六
首
を
引
く
。

妃
こ
こ
こ
ろ
よ
く
／
人
を
讃
め
て
み
た
く
な
り
に
け
り
／
利
己
の
心

に
倦
め
る
さ
び
し
さ

⑲
雨
降
れ
ば
／
わ
が
家
の
人
誰
も
沈
め
る
顔
す
／
雨
雲
れ
よ
か
し

印
高
き
よ
り
飛
び
お
り
る
ご
と
き
心
も
て
／
こ
の
一
生
を
／
終
る
す

べ
な
き
か

別
こ
の
日
頃
／
ひ
そ
か
に
胸
に
や
ど
り
た
る
悔
あ
り
／
わ
れ
を
笑
は

し
め
ざ
り

兜
へ
つ
ら
い
を
聞
け
ば
／
腹
立
つ
わ
が
こ
こ
ろ
／
あ
ま
り
に
我
を
知

る
が
か
な
し
き

認
知
ら
ぬ
家
た
た
き
起
し
て
／
遁
げ
来
る
が
お
も
し
ろ
か
り
し
／
昔

の
恋
し
さ

⑬
の
歌
に
対
し
て
は
、
す
で
に
御
に
「
か
な
し
き
は
／
飽
く
な
き
利
己
の

一
念
を
／
持
て
あ
ま
し
た
る
男
に
あ
り
け
り
」
の
歌
が
配
さ
れ
て
あ
り
、
田

に
「
そ
れ
も
よ
し
こ
れ
も
よ
し
と
て
あ
る
人
の
／
そ
の
気
が
る
さ
を
／
欲
し

く
な
り
た
り
」
の
歌
が
置
か
れ
て
あ
る
。
こ
う
し
た
歌
に
は
、
自
己
批
評
が

四
七

（
鵜
崎
鷺
城
『
明
治
大
正
人
傑
伝
』
昭
２
．
５
、
成
輝
堂
書
店
）
と
記
憶
せ

ら
れ
た
。

一
日
、
憲
政
記
念
会
館
内
「
尾
崎
行
雄
メ
モ
リ
ア
ル
ホ
ー
と
に
、
号
堂

の
三
女
相
馬
雪
江
氏
を
訪
ね
、
号
堂
の
「
手
」
に
つ
い
て
質
し
、
メ
モ
リ
ア

ル
ホ
ー
ル
に
掲
示
さ
れ
た
号
堂
の
大
き
な
「
手
形
」
を
確
め
た
。



八
利
己
心
ｖ
に
呪
縛
さ
れ
る
自
身
の
あ
り
よ
う
を
直
撃
し
て
い
て
、
画
の
歌

に
見
る
よ
う
に
他
者
と
の
関
係
に
も
影
を
落
す
状
況
を
生
ん
で
い
る
。
自
己

批
評
の
厳
し
さ
は
八
我
ｖ
の
実
体
を
見
据
え
れ
ば
見
据
え
る
ほ
ど
強
め
ら
れ

て
ゆ
く
の
で
あ
っ
て
、
つ
い
に
自
己
批
評
の
苦
し
み
か
ら
脱
出
を
願
う
痛
切

が
“
の
歌
に
示
さ
れ
る
。
御
の
歌
は
、
自
己
批
評
や
自
虐
な
ど
、
お
よ
そ
自

分
の
内
部
に
向
け
ら
れ
る
鰊
の
よ
う
な
自
己
視
線
を
持
た
な
か
っ
た
無
邪
気

を
懐
し
む
歌
で
あ
る
。

“
の
歌
は
、非

凡
な
る
人
の
ご
と
く
に
ふ
る
ま
へ
る

後
の
さ
び
し
さ
は

何
に
か
た
ぐ
へ
む

㈱
の
歌
と
向
き
合
う
形
で
配
置
さ
れ
て
あ
る
。
初
出
は
「
非
凡
な
る
人
の
如

く
に
ふ
る
ま
へ
る
昨
日
の
我
を
笑
ふ
悲
し
み
」
。
初
出
歌
は
「
非
凡
な
る
人
」

の
よ
う
に
ふ
る
ま
っ
た
〈
昨
日
の
我
〉
を
「
笑
ふ
」
自
分
と
、
「
笑
ふ
」
自

分
を
「
悲
し
」
む
自
分
に
分
裂
し
た
自
己
認
識
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、

手
離
し
で
〈
昨
日
の
我
〉
を
笑
え
な
い
心
情
に
、
「
非
凡
な
る
人
」
の
ご
と

く
に
ふ
る
ま
っ
た
過
去
の
自
分
に
対
す
る
い
さ
さ
か
の
肯
定
が
働
い
て
い
る

の
で
は
な
い
か
。
と
こ
ろ
が
“
の
歌
へ
改
稿
し
た
と
き
、
過
去
の
自
己
と
現

在
の
自
己
の
微
妙
な
接
合
と
裂
け
目
が
消
さ
れ
、
あ
る
い
は
二
つ
の
物
語
の

時
間
の
並
行
と
交
叉
が
、
現
在
の
時
間
に
統
合
さ
れ
る
。
そ
う
し
て
現
在
の

自
己
行
為
と
そ
れ
に
対
す
る
感
情
に
一
首
が
覆
わ
れ
る
。
平
板
な
時
間
と
平

板
な
自
己
像
が
印
象
さ
れ
る
。
平
板
な
自
己
像
と
言
え
ば
、
㈱
の
歌
も
、
白

く
か
つ
大
き
な
手
を
持
つ
、
「
非
凡
な
る
人
」
に
出
会
っ
た
と
い
う
、
回
想

四
八

の
感
情
も
ま
た
抑
揚
の
な
い
フ
ラ
ッ
ト
な
印
象
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
体
人
間
と
い
ふ
も
の
は
何
か
知
ら
各
自
に
庫
を
持
っ
て
る
も
の
だ
。

昔
の
書
生
に
は
『
天
下
国
家
』
と
い
ふ
庫
が
あ
っ
た
。
何
の
話
で
も
そ
れ

に
打
込
ん
だ
も
の
さ
。
ク
リ
ス
チ
ャ
ソ
は
『
神
様
』
と
い
ふ
庫
を
持
つ
て

る
。
何
で
も
自
分
の
量
見
に
了
へ
な
い
事
が
あ
る
と
直
ぐ
其
庫
の
中
へ
持

っ
て
行
く
ん
だ
。
随
分
お
手
軽
さ
ね
。
（
「
紙
上
の
塵
」
明
網
・
８
）
・

か
つ
て
啄
木
も
ま
た
「
随
分
手
軽
」
な
く
庫
〉
を
持
っ
て
い
た
。
わ
が
国

の
根
本
的
革
命
の
た
め
に
政
治
的
天
才
、
．
大
理
想
的
天
才
」
（
「
渋
民
村

よ
り
」
明
評
・
４
）
を
待
望
し
た
。
自
身
を
そ
れ
に
準
ら
え
る
こ
と
も
し
た
。

’
六
年
後
、
啄
木
の
人
間
観
は
「
人
間
は
皆
赤
切
符
だ
」
（
．
利
己
主
義

者
と
友
人
と
の
対
話
」
明
娼
・
皿
）
と
す
る
人
間
観
へ
と
転
回
し
、
高
山
樗

牛
の
天
才
主
義
、
ニ
ー
チ
ェ
の
超
人
思
想
に
傾
倒
し
た
自
身
の
過
去
を
ふ
り

か
え
り
、
そ
の
時
代
の
個
人
主
義
に
は
、
「
人
間
の
偉
大
に
関
す
る
伝
習
的

迷
信
」
（
「
時
代
閉
塞
の
現
状
」
明
娼
・
８
）
が
き
わ
め
て
多
量
に
含
ま
れ
て

い
た
、
と
批
判
し
た
。

㈱
の
歌
は
平
淡
な
感
情
に
よ
っ
て
回
想
さ
れ
た
歌
で
あ
る
、
と
言
っ
て
お

い
た
が
、
“
の
歌
の
「
さ
び
し
さ
」
の
感
情
に
つ
い
て
は
、
い
ま
一
度
味
わ

い
直
す
余
地
が
あ
る
。
「
非
凡
な
る
人
」
の
よ
う
に
ふ
る
ま
っ
た
後
味
を
「
何

に
か
た
ぐ
へ
む
」
と
自
問
す
る
と
き
、
自
身
の
心
の
あ
り
よ
う
へ
の
自
省
の

感
情
の
深
さ
を
示
す
、
と
言
う
だ
け
で
は
物
足
り
な
い
。

神
が
否
定
さ
れ
、
「
人
間
の
偉
大
」
信
仰
が
「
伝
習
的
迷
信
」
と
し
て
否

定
さ
れ
る
と
き
、
そ
れ
で
は
ど
の
よ
う
な
人
間
像
を
自
身
の
う
ち
に
イ
メ
ー



憎
か
り
き

そ
の
前
に
ゆ
き
て
物
を
言
ふ
時

を
配
置
し
た
と
き
、
八
非
凡
な
る
人
ｖ
を
め
ぐ
る
大
き
な
波
動
が
啄
木
の
内

部
に
発
生
し
て
い
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

『
一
握
の
砂
』
を
読
む
白

ジ
す
る
か
。
前
掲
「
紙
上
の
塵
」
に
、
す
べ
て
の
既
存
の
〈
庫
〉
を
否
定
し

た
現
代
人
の
持
つ
〈
庫
〉
は
何
か
と
問
い
、

人
間
と
い
ふ
も
の
は
偉
い
も
の
ぢ
や
な
い
と
い
ふ
庫
だ
。

と
答
え
て
い
る
。
「
面
倒
臭
く
な
っ
て
自
分
の
理
解
力
に
堪
へ
な
く
な
る
か
、

乃
至
は
斯
う
す
れ
ば
可
い
と
解
っ
て
も
目
の
前
に
難
儀
の
山
が
有
る
と
、
つ

い
考
へ
を
其
庫
へ
蔵
ひ
込
ん
で
了
ふ
」
と
説
明
す
る
。
〈
信
仰
〉
を
持
た
な

い
と
い
う
〈
信
仰
〉
、
こ
れ
す
べ
て
「
智
識
の
食
傷
」
（
同
）
に
由
来
す
る
。

玉
手
箱
を
開
け
た
浦
島
太
郎
の
落
胆
か
、
否
、
真
面
目
に
言
え
ば
、
「
開
放

せ
ら
れ
た
自
我
」
が
同
時
に
「
幻
影
を
失
ひ
た
る
自
我
」
（
島
村
抱
月
「
自

己
分
裂
と
静
観
」
『
太
陽
』
明
娼
・
２
）
の
さ
び
し
さ
を
味
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
。
“
の
歌
の
「
さ
び
し
さ
」
は
、
し
た
が
っ
て
＄
自
然
主
義
的

落
莫
感
に
通
ず
る
「
さ
び
し
さ
」
で
は
な
か
っ
た
か
。

鋤
・
鋤
の
「
非
凡
な
る
人
」
の
歌
の
前
・
後
に
、

妬
腕
拱
み
て

こ
の
ご
ろ
思
ふ

大
い
な
る
敵
目
の
前
に
躍
り
出
で
よ
と

弱
大
い
な
る
彼
の
身
体
が

モ
チ
ー
フ
は
「
牛
の
よ
だ
れ
」
で
あ
る
。
「
牛
の
よ
だ
れ
」
は
、
疲
れ
て
緊

張
を
失
な
っ
た
心
の
単
な
る
形
容
で
は
な
い
。

坪
内
道
遙
に
「
牛
の
よ
だ
れ
」
（
「
新
小
説
」
明
謁
・
９
）
と
い
う
評
論
が

あ
る
。
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
に
代
わ
る
自
然
主
義
を
調
刺
的
に
論
じ
た
も
の
で
、

主
観
や
空
想
に
対
し
て
、
事
実
、
経
験
、
帰
納
、
客
観
を
重
視
す
る
自
然
主

四
九

こ
の
歌
は
明
治
四
十
一
年
十
月
二
十
三
日
の
日
付
の
「
歌
稿
ノ
ー
ト
」
に

記
さ
れ
た
四
十
三
首
中
の
一
首
。
『
心
の
花
』
（
明
姐
・
理
）
初
出
、
「
浪
淘

沙
」
十
九
首
の
一
首
。

こ
の
歌
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
「
あ
れ
こ
れ
悩
み
思
惟
し
て
い
る
つ
も

り
で
も
結
局
は
さ
し
て
変
化
も
意
味
も
な
く
、
だ
ら
だ
ら
と
い
つ
ま
で
続
く

か
果
て
も
な
い
」
自
分
の
心
を
、
「
傍
観
的
に
な
が
め
た
時
の
印
象
」
（
今
井

泰
子
）
に
よ
っ
て
歌
っ
た
歌
と
解
さ
れ
る
。
こ
の
歌
を
如
上
の
意
味
で
「
自

己
解
析
の
歌
」
（
岩
城
之
徳
）
と
す
る
こ
と
に
大
筋
で
異
論
は
な
い
。
問
題

は
、
テ
ー
マ
を
表
記
す
る
方
法
・
モ
チ
ー
フ
に
解
明
さ
れ
る
べ
き
余
地
が
あ

ブ
（
〕
○

85

つ
か
れ
た
る
牛
の
よ
だ
れ
は

た
ら
た
ら
と

千
万
年
も
尽
き
ざ
る
ご
と
し

牛
の
よ
だ
れ



明
治
四
十
一
年
四
月
、
北
海
道
か
ら
海
路
東
京
入
り
し
た
啄
木
に
、
ま
つ
先

に
印
象
さ
れ
た
の
は
、
「
自
然
主
義
を
罵
倒
す
る
人
間
も
、
い
つ
し
か
自
然

主
義
的
に
な
っ
て
居
る
」
（
明
型
．
５
．
３
、
日
記
）
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
現

象
で
あ
っ
た
。
こ
の
事
実
を
「
面
白
い
話
」
（
同
）
と
高
見
の
見
物
し
て
い

た
の
も
束
の
間
、
創
作
的
生
活
の
挫
折
と
生
活
の
苦
痛
に
挾
撃
さ
れ
、
「
生

命
そ
の
者
に
対
す
る
倦
怠
」
（
明
虹
・
７
．
超
、
日
記
）
に
堕
ち
な
け
れ
ぱ
な

義
は
、
「
自
意
識
病
」
に
懸
か
れ
、
「
神
経
衰
弱
の
大
流
行
、
世
間
に
青
瓢
箪

の
や
う
な
男
」
ば
か
り
が
馨
し
く
、
彼
ら
は
そ
の
国
、
そ
の
時
代
の
「
最
も

薄
手
な
人
間
」
と
見
な
さ
れ
る
。

自
然
派
が
好
ん
で
描
く
人
物
は
、
「
仮
面
を
被
っ
た
作
家
自
身
」
で
あ
っ
て
、

「
活
物
の
人
間
問
題
」
と
な
る
と
、
「
懐
疑
、
不
懐
疑
」
と
、
煮
切
ら
ぬ
こ

と
鯵
し
く
、
つ
づ
ま
る
と
こ
ろ
は
「
底
無
し
の
井
戸
」
へ
落
ち
込
む
よ
う
で
、

何
一
つ
解
決
の
た
め
し
は
な
い
と
手
厳
し
い
。

「
牛
の
よ
だ
れ
」
と
は
し
た
が
っ
て
、
「
深
刻
な
自
意
識
の
苦
し
み
」
と

称
し
て
、
酒
や
女
色
に
溺
れ
る
自
堕
落
を
売
り
物
に
す
る
自
然
派
に
貼
ら
れ

た
ラ
ベ
ル
で
あ
る
。
二
葉
亭
四
迷
は
こ
の
評
論
文
の
記
憶
を
背
景
に
、
自
身

の
文
学
的
堕
落
の
半
生
を
描
く
方
法
に
つ
い
て
言
及
す
る
。

近
頃
は
自
然
主
義
と
か
云
っ
て
、
何
で
も
作
者
の
経
験
し
た
具
に
も
附

か
ぬ
事
を
、
軌
か
も
技
巧
を
加
へ
ず
、
有
の
儘
に
、
だ
ら
ｊ
、
と
、
牛
の

誕
の
や
う
に
書
く
の
が
流
行
る
そ
う
だ
。
好
い
事
が
流
行
る
。
私
も
矢
張

り
其
で
行
く
。

で
、
題
は
「
平
凡
」
、
書
き
方
は
「
牛
の
誕
」
。
（
『
平
凡
』
明
如
・
皿
）

「
つ
か
れ
た
る
牛
の
よ
だ
れ
」
の
歌
は
、
自
然
主
義
、
あ
る
い
は
自
然
主

義
的
方
法
へ
の
椰
楡
に
拠
っ
て
、
自
身
の
「
生
命
そ
の
者
に
対
す
る
倦
怠
」

感
を
テ
ー
マ
と
す
る
。
「
牛
の
よ
だ
れ
」
に
よ
っ
て
倦
怠
感
を
形
象
す
る
と

同
時
に
、
自
然
主
義
に
批
判
の
目
を
向
け
な
が
ら
、
い
つ
し
か
自
然
主
義
的

デ
カ
ダ
ソ
ス
に
浸
潤
さ
れ
て
い
る
自
身
へ
の
辛
辣
な
批
判
の
毒
を
含
ま
せ
た

の
で
あ
る
。

五
○

ら
な
か
っ
た
。
『
明
星
』
の
リ
ー
ダ
ー
与
謝
野
寛
の
「
老
い
」
（
明
虹
・
４
．

躯
、
日
記
）
を
目
撃
し
た
啄
木
の
悲
し
み
は
深
か
っ
た
が
、
寛
は
最
後
の
力

を
ふ
り
絞
っ
て
自
然
派
に
一
矢
を
報
い
る
戦
い
を
挑
ん
で
い
た
。

い
ぼ
が
主

流
あ
り
て
蝦
蟇
の
す
が
た
を
い
つ
は
ら
ず
わ
れ
珍
重
す
流
俗
の
歌

（
「
明
星
」
明
姐
・
８
）

中
皓
氏
は
、
こ
の
歌
は
『
古
今
集
』
序
文
の
「
蛙
も
歌
よ
み
の
仲
間
」
と

い
う
僅
諺
を
連
想
さ
せ
る
、
と
言
い
、
「
近
頃
の
世
間
一
般
の
歌
を
私
は
珍

し
い
も
の
と
し
大
切
に
し
て
お
り
ま
す
。
あ
の
蝦
蟇
の
気
味
の
悪
い
死
ま
で

も
ち
ゃ
ん
と
詠
み
こ
ん
で
あ
っ
て
、
醜
い
蝦
蟇
の
姿
を
少
し
も
い
つ
わ
ら
ず
、

醜
さ
を
あ
り
の
ま
ま
に
歌
お
う
と
し
て
い
る
近
頃
の
世
間
の
歌
を
ね
。
」
と

の
歌
意
を
つ
け
、
自
然
主
義
へ
の
「
警
抜
で
辛
辣
な
比
嶮
が
面
白
い
。
」
と

評
し
て
い
る
（
『
与
謝
野
鉄
幹
』
桜
楓
社
）
。
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水
晶
の
玉

水
晶
の
玉
を
よ
ろ
こ
び
も
て
あ
そ
ぶ



わ
が
こ
の
心

何
の
心
ぞ

Ⅲ
大
い
な
る
水
晶
の
玉
を

ひ
と
つ
欲
し

そ
れ
に
む
か
ひ
て
物
を
思
は
む

理
解
困
難
な
歌
の
一
つ
で
あ
る
。
何
が
む
つ
か
し
い
か
、
と
言
え
ば
、
も

ｊ

ち
ろ
ん
〈
水
晶
の
玉
〉
に
つ
い
て
で
あ
る
。
今
井
泰
子
氏
は
川
の
歌
に
つ

く

い
て
、

そ
の
美
し
い
透
明
さ
、
完
全
な
丸
さ
が
、
濁
り
渦
巻
く
作
者
の
種
々
の

思
い
を
そ
の
玉
に
変
え
て
ゆ
く
か
に
思
わ
れ
「
も
て
あ
そ
ぶ
」
の
で
あ
る
。

輿
じ
て
い
る
無
心
の
状
態
を
い
ぶ
か
り
悲
し
む
別
の
心
が
「
何
の
心
ぞ
」

と
問
う
。

ｊ

と
解
釈
す
る
。
岩
城
之
徳
氏
は
右
の
解
釈
を
承
け
て
、
川
の
歌
に
つ
い
て
、

く

「
大
き
な
水
晶
の
玉
に
向
か
っ
て
物
思
い
を
し
た
い
と
い
う
作
者
の
気
持
を

歌
っ
た
も
の
。
水
晶
の
透
明
な
美
し
さ
に
自
己
の
悲
し
み
を
託
す
。
」
と
し

て
い
る
。
い
ず
れ
も
苦
心
の
解
釈
で
あ
る
が
、
〈
水
晶
の
玉
〉
が
「
作
者
の

種
々
の
思
い
を
そ
の
玉
に
変
え
て
ゆ
く
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
幻
想
、

あ
る
い
は
主
観
の
産
物
と
い
ち
お
う
は
わ
か
っ
て
は
い
て
も
、
い
ま
ひ
と
つ

よ
く
わ
か
ら
な
い
。
混
濁
し
た
不
透
明
な
作
者
の
内
面
が
、
「
美
し
い
透
明

さ
」
を
も
つ
く
水
晶
の
玉
〉
を
幻
想
の
う
ち
に
呼
び
出
し
た
と
し
て
も
、
な

お
疑
念
が
残
る
。
そ
れ
で
は
、
叩
、
”
の
歌
は
読
者
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
届

か
な
い
、
不
出
来
の
、
あ
る
い
は
ナ
ゾ
の
歌
な
の
か
？

『
一
握
の
砂
』
を
読
む
白

〈
水
晶
の
玉
〉
と
は
何
か
。
村
上
春
樹
『
弓
出
国
の
。
宛
少
も
ｌ
懐
か
し
の

一
九
八
○
年
代
』
（
文
芸
春
秋
）
に
こ
う
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
の
雑
誌
を
読
ん
で
い
る
と
、
時
々
奇
妙
な
広
告
に
ぶ
つ
か
る
。

く
つ
に
奇
妙
じ
ゃ
な
い
と
言
わ
れ
れ
ば
奇
妙
じ
ゃ
な
い
の
だ
け
ど
、
や
は

り
変
だ
。

た
と
え
ば
『
’
一
ユ
ー
ョ
ー
カ
ー
』
に
載
っ
て
い
る
“
の
§
品
○
ご
禺
県

（
水
晶
の
占
い
球
）
の
広
告
な
ん
か
も
そ
の
ひ
と
つ
だ
。
し
か
し
占
い
球

と
い
っ
て
も
こ
れ
は
決
し
て
オ
カ
ル
ト
商
品
で
は
な
い
。
七
百
九
十
五
ド

ル
も
す
る
れ
っ
き
と
し
た
ク
リ
ス
タ
ル
の
装
飾
品
で
あ
る
。
直
径
は
十
二

セ
ソ
チ
で
、
ス
レ
ー
ト
の
台
座
が
つ
い
て
い
る
。
広
告
コ
ピ
ー
に
よ
れ
ば
、

「
水
晶
球
は
そ
の
中
に
未
来
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
信
ず
る
多
く
の

人
々
に
対
し
て
、
来
る
べ
き
も
の
の
像
を
結
び
ま
す
。
ス
ト
ー
、
へ
ソ
社
の

水
晶
球
は
一
点
の
曇
り
も
な
く
、
あ
な
た
を
瞑
想
の
世
界
に
誘
い
ま
す
」

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

鰻
⑦
§
烏
ｏ
ｑ
の
邑
薑
、
凝
視
す
る
水
晶
、
《
こ
れ
は
「
水
晶
の
占
い
球
」
で
、

そ
の
中
に
未
来
の
像
が
現
わ
れ
る
、
と
い
う
ふ
れ
込
み
の
商
品
で
あ
る
。
こ

れ
を
使
う
占
師
は
、
今
日
イ
ギ
リ
ス
に
非
常
に
多
く
、
彼
ら
は
八
水
晶
を
読

む
人
ｖ
、
ま
た
は
八
水
晶
を
見
つ
め
る
人
ｖ
と
呼
ば
れ
る
。
占
師
は
占
い
を

求
め
る
人
に
、
占
い
に
入
る
前
に
完
全
に
沈
黙
し
、
十
五
分
瞑
想
を
要
求
す

る
。
何
も
考
え
ず
に
八
心
を
空
に
す
る
よ
う
に
ｖ
と
い
う
。
レ
イ
モ
ソ
ド
・

カ
ー
ヴ
ァ
ー
の
小
説
「
メ
ヌ
ー
ド
」
に
は
、
人
生
い
か
に
生
き
る
べ
き
か
の

回
答
を
得
る
た
め
に
教
師
を
や
め
て
、
「
水
晶
玉
覗
き
」
に
通
い
つ
め
る
女

五
一



性
が
登
場
す
る
。
日
本
の
小
説
で
は
川
端
康
成
に
「
水
晶
幻
想
」
（
「
改
造
」

昭
６
．
１
１
同
・
７
）
と
い
う
奇
妙
な
短
篇
が
あ
る
。
自
然
科
学
者
を
夫
に

も
つ
、
大
の
犬
好
き
の
有
閑
マ
ダ
ム
の
幻
想
的
意
識
の
領
域
が
全
篇
を
覆
っ

て
い
る
の
で
あ
る
が
、
作
品
の
テ
ー
マ
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
作
品
の
メ
ッ

セ
ー
ジ
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
夫
人
の
意
識
の
一
コ
マ
で
あ
る
次
の
断
片

が
、
今
、
必
要
で
あ
る
。

水
晶
の
玉
。
ガ
ラ
ス
。
大
き
い
水
晶
の
玉
を
見
つ
め
て
ゐ
る
。
イ
ン
ド

な
の
か
、
ト
ル
コ
な
の
か
、
エ
ジ
プ
ト
な
の
か
、
東
方
の
予
言
者
。
水
晶

の
玉
の
な
か
に
小
さ
い
模
型
の
や
う
に
過
去
と
未
来
と
の
姿
が
浮
か
び
上

っ
た
、
活
動
写
真
の
画
面
。
水
晶
幻
想
。
玻
璃
幻
想
、
云
々
。

ｊ川
の
歌
。
未
来
に
対
す
る
不
安
。
自
己
自
身
へ
の
懐
疑
。
い
つ
の
時
代
、

く
い
づ
こ
の
国
の
人
間
を
も
と
ら
え
て
離
さ
な
い
テ
ー
マ
で
あ
る
。
自
分
の
明

日
が
ど
ん
な
も
の
で
あ
る
か
、
ち
ょ
っ
と
で
も
覗
い
て
見
た
い
と
願
う
心
は

だ
れ
に
で
も
あ
る
。
啄
木
の
こ
の
歌
も
例
外
で
は
な
い
。
〈
大
い
な
る
水
晶

の
玉
〉
に
向
き
合
っ
て
、
し
ば
し
瞑
目
し
、
そ
う
し
て
凝
視
す
る
。
そ
こ
に

未
来
の
イ
メ
ー
ジ
が
浮
か
び
上
っ
て
く
る
こ
と
を
切
望
す
る
。
〈
水
晶
の
玉
〉

が
大
き
け
れ
ば
大
き
い
ほ
ど
そ
の
イ
メ
ー
ジ
は
鮮
明
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

ｊ川
の
歌
は
、
し
た
が
っ
て
啄
木
の
未
来
へ
の
不
安
が
イ
メ
ー
ジ
化
さ
れ
た

く歌
と
解
釈
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
次
の
歌
、

肌
何
も
か
も
行
末
の
事
み
ゆ
る
ご
と
き

こ
の
か
な
し
み
は

拭
ひ
あ
へ
ず
も

五
二

こ
の
歌
に
つ
い
て
も
、
拭
い
去
る
こ
と
の
で
き
な
い
自
身
の
心
の
悲
し
み
を
、

た
し
か
な
現
在
の
手
が
か
り
と
し
て
、
自
分
の
「
行
末
の
事
」
の
予
兆
と
し

て
感
覚
す
る
、
と
い
う
意
味
の
歌
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
伽
の
歌
は
「
手
帳
の
中
よ
り
」
（
東
京
朝
日
新
聞
、
明
妃
・
８
．

４
）
と
題
し
て
五
首
発
表
さ
れ
た
の
を
初
出
と
す
る
。

１
は
た
ら
け
ど
働
け
ど
猶
我
が
生
活
楽
に
な
ら
ざ
り
ぢ
つ
と
手
を
見

る
２
耳
掻
け
ば
い
と
心
地
よ
し
耳
を
掻
く
ク
ロ
ポ
ト
キ
ソ
の
書
を
読
ぶ

つ
上

３
何
す
れ
ば
此
処
に
我
あ
り
や
時
に
斯
く
打
驚
き
て
室
を
眺
む
る

４
と
あ
る
日
に
酒
を
飲
み
た
く
て
な
ら
ぬ
如
く
今
日
我
切
に
金
を
欲

り
せ
り

５
大
い
な
る
水
晶
の
玉
を
一
つ
欲
し
そ
れ
に
対
ひ
て
物
を
思
は
む

生
活
に
対
す
る
不
安
、
自
己
の
現
実
の
淵
源
へ
の
省
察
の
、
自
己
自
身
へ

の
懐
疑
③
の
歌
の
し
め
く
く
り
に
⑤
の
歌
が
配
置
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
初
出

ｊ

歌
群
の
中
に
眺
め
て
み
て
も
、
川
の
歌
の
テ
ー
マ
と
す
る
と
こ
ろ
は
動
か

く

な
い
。ｊ川

の
歌
の
も
う
一
つ
の
〈
水
晶
の
玉
〉
も
同
様
で
あ
る
が
、
こ
の
歌
の

く
初
出
は
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

水
晶
の
玉
を
よ
ろ
こ
び
弄
ぶ
我
が
こ
の
心
ひ
と
り
嬉
し
む

結
句
部
を
右
の
よ
う
に
〈
あ
そ
び
心
〉
に
重
心
が
あ
っ
た
も
の
を
、
歌
集

ｊ

で
は
〈
何
の
心
ぞ
〉
と
改
稿
し
た
。
叩
の
歌
で
は
ま
だ
〈
よ
ろ
こ
び
も
て

あ
そ
ぶ
〉
心
が
残
さ
れ
て
あ
る
が
、
結
句
を
改
稿
す
る
こ
と
で
自
身
の



最
後
に
。
啄
木
は
〈
水
晶
占
い
の
球
〉
の
イ
メ
ー
ジ
を
ど
こ
か
ら
仕
入
れ
て

き
た
の
か
。
先
の
川
端
康
成
の
「
水
晶
幻
想
」
に
そ
れ
が
「
活
動
写
真
の
画

面
」
と
あ
っ
た
が
、
あ
る
い
は
啄
木
も
浅
草
の
活
動
写
真
館
で
見
た
フ
ィ
ル

ム
に
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
「
水
晶
幻
想
」
の
「
注
釈
」
（
長
谷
川
泉
）

で
は
そ
れ
を
不
詳
と
し
て
あ
る
が
、
明
治
四
十
三
年
二
月
二
○
日
か
ら
、
浅

草
の
活
動
写
真
館
で
、
「
夢
幻
劇
女
手
相
見
」
と
題
す
る
「
最
新
珍
写
真
」

が
映
写
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
が
、
そ
れ
と
て
も
今
日
、
ス
ト
ー

、
、
、
、
、
、
、

心
を
の
ぞ
き
込
む
方
向
へ
歌
の
重
心
を
移
し
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

ｊ

ｊ

川
の
歌
は
川
の
歌
と
同
様
の
心
情
の
上
に
立
つ
歌
と
し
て
読
ま
れ
る
こ
と

く

く

が
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

が
映
写
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
が
、
そ
れ

リ
ー
の
確
め
よ
う
も
な
い
。
後
日
の
課
題
と
し
た
い
。

（
う
え
だ
乳

『
一
握
の
砂
』
を
読
む
白

ひ
ろ
し

本
学
教
授
）

五
＝＝


