
そ
し
て
今
、
私
は
こ
の
作
品
の
成
立
が
自
然
発
生
的
な
も
の
で
な
く

明
確
な
作
者
の
意
識
の
も
と
に
そ
の
才
が
意
図
さ
れ
た
と
い
う
私
な

り
の
結
論
を
得
た
よ
う
に
思
う
o

枕
草
子
は
「
枕
」
に
始
っ
た
。
そ

し
て
作
者
の
成
長
は
次
第
に
深
い
沈
潜
の
思
い
を
育
て
た
。
が
そ
の

成
長
は
元
来
物
語
に
発
展
す
べ
き
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
人
生
の
あ

る
部
分
に
頬
か
む
り
し
た
作
者
は
利
那
し
か
語
り
え
ず
、
そ
う
し
た

作
者
に
と
っ
て
枕
草
子
の
こ
の
形
は
必
然
の
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え

る。
註

学

燈

社

間
・
五
十
風

註

池目玉東

白黒十ー
亀書風々、

鑑店力堂

2 

註

初
音
書
一
房

旧
中
重
太
郎

3 

註

岩

波

講

座

秋

山

皮

4 

註

新
湖
北
講
座

窪

田

空

穂

解
釈
と
鑑
賞

清

水

好

子

東
同
川
円

5 

註

6 

百i

京

堂一
男

7 

「
枕
草
子
精
読
』

『
平
安
朝
文
学
史
』

「
枕
草
子
に
関
す
る
論
考
』

「
枕
冊
子
本
文
の
研
究
』

『
枕
草
子
』

「
枕
草
子
研
究
』

S
・
M
・
9

「
枕
草
子
の
一
言
葉
の
使
い
方
』

「
源
氏
物
語
の
基
礎
的
研
究
L

「
明
解
古
語
辞
典
」

典
」
と
の

「
あ
」

「
角
川
古
語
辞

に
於
け
る
比
較
研
究

と

J 11 

辺

子

世

歴
史
は
流
れ
、
我
々
人
類
は
膨
大
な
過
去
を
に
な
っ
て
い
る
。
そ

の
過
去
に
は
永
久
不
滅
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
の
一
古
典
な
る
も
の
が
あ

る
。
今
日
古
典
読
解
の
為
に
な
す
辞
書
の
役
割
は
大
き
い
。
多
く
の

単
語
を
或
る
基
墜
に
基
づ
い
て
整
理
配
列
さ
れ
た
辞
書
の
性
格
は
非

常
に
複
雑
で
あ
る
。
「
一
つ
の
言
葉
の
中
に
日
本
人
の
ふ
る
さ
と
が

あ
る
。
二
千
年
の
民
族
の
哀
歓
が
築
き
あ
げ
た
古
典
の
数
々
は
す
べ

て
私
達
の
一
心
の
ふ
る
さ
と
で
あ
っ
た
」
と
は
角
川
古
語
昨
典
の
編
者

の
こ
と
ば
で
あ
る
が
、
私
達
は
世
に
誇
る
古
典
を
数
多
く
う
け
つ
い

で
い
る
。
白
典
に
よ
っ
て
、
そ
の
国
の
文
化
が
わ
か
る
と
い
わ
れ
る

が
、
ま
さ
し
く
古
典
は
日
本
の
文
化
の
依
り
所
で
あ
る
と
思
う
。
古

典
は
現
在
に
至
る
ま
で
何
も
の
に
も
打
ち
砕
け
る
こ
と
な
く
そ
の
功

績
を
栄
々
と
輝
や
か
し
て
い
る
。
そ
し
て
時
代
は
常
に
変
還
し
て
い

く
に
も
か
L
わ
ら
ず
今
後
と
も
ず
っ
と
そ
の
偉
大
さ
を
残
す
こ
と
で

あ
ろ
う
。
時
代
が
ど
ん
な
に
変
わ
っ
て
も
常
に
新
し
い
意
味
や
解
釈

を
提
供
し
て
く
れ
る
と
こ
ろ
の
古
典
、
そ
の
古
典
の
解
釈
に
な
く
て
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は
な
ら
な
い
古
語
辞
典
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
研
究
し
て
み
た
い
と

思
う
。
こ
こ
に
三
省
堂
出
版
の
「
明
解
古
語
辞
典
」
と
角
川
出
版
の

「
角
川
古
語
辞
典
」
と
を
比
較
し
て
み
て
、
あ
ま
り
に
も
、
そ
の
特

徴
の
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
、
こ
の
二
辞
典
に
於
て
比
較
研
究
し
て
み

た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
要
は
明
解
古
語
辞
典
、
が
ど
う
い
う
特
色
の

あ
る
も
の
で
あ
る
か
、
又
角
川
古
語
辞
典
に
於
て
は
ど
う
か
、
八
項

目
に
分
類
し
て
、
そ
の
特
徴
な
る
も
の
を
つ
き
と
め
て
み
た
い
と
思

う
の
で
あ
る
。

門
但
し
本
稿
は
「
あ
」
に
於
け
る
も
の
の
み
で
あ
る
〕

し
単
語
数
に
つ
い
て

乙
と
ら
れ
て
い
な
い
単
語
に
つ
い
て

内
ふ
と
ら
れ
て
い
な
い
単
語
を
年
代
別
に
み
て

4
H

と
ら
れ
て
い
な
い
単
語
の
重
要
性
か
ら
み
て

ー
用
例
文
献
の
明
示
さ
れ
て
い
な
い
単
語
に
つ
い
て

ハ
仏
各
単
語
に
於
け
る
用
例
文
献
の
出
典
の
違
い
に
つ
い
て

7
ぃ
全
用
例
文
献
を
総
合
し
て

＆
意
味
の
上
か
ら
比
較
し
て

ま
ず
単
語
数
に
つ
い
て
み
て
み
る
と

明
解
士
口
語
辞
典
に
於
て
は
五
一

A

員
で
二
二
五
二
単
語

角
川
古
語
辞
典
に
於
て
は
四
一
頁
で
一

O
二
三
単
語

と
な
っ
て
い
て
明
解
の
方
が
コ
一
二
九
単
語
、
角
川
よ
り
も
多
く
と
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
る
o

外
観
だ
け
一
目
見
た
時
に
は
、
こ
の
よ
う
に

も
単
語
数
が
違
う
と
は
思
い
も
よ
ら
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

で
は
単
語
数
が
多
け
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
で
辞
書
の
価
値
を
尚
く
計

価
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
こ
の
単
語
の
内
容
に

つ
い
て
み
て
み
た
い
。
と
ら
れ
て
い
な
い
単
語
に
つ
い
て
み
る
と
、

明
解
に
あ
っ
て
角
川
に
と
ら
れ
て
い
な
い
単
語
は
四

O
六

角
川
に
あ
っ
て
、
明
解
に
と
ら
れ
て
い
な
い
単
語
は
七
三

全
単
語
数
か
ら
言
っ
て
も
明
解
の
方
が
大
部
多
か
っ
た
が
、
と
ら
れ

て
い
な
い
単
語
を
調
べ
て
み
て
も
同

O
六
に
対
し
て
七
三
で
あ
る
か

ら
、
と
ら
れ
て
い
る
単
語
に
は
相
当
の
違
い
が
あ
る
こ
と
が
わ
か

る
。
で
は
と
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
単
語
と
し
て
、
そ
れ
だ

け
と
ら
れ
る
重
要
性
が
な
か
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
［
て
叉
年

代
別
に
み
て
み
た
ら
そ
の
特
徴
も
つ
か
め
る
か
と
思
う
。

と
ら
れ
て
い
な
い
単
語
を
年
代
別
に
み
る
と
、
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九
明
解
に
あ
っ
て
角
〆

｛
川
に
な
い
単
語
、

解角
二二二 二こうf にJII 

二 な に
ーいあ
（単つ
三 諮 て

：しゅ

古
代
（
奈
良
時
代
）

四
八
三
三
%
）

中
古
（
平
安
時
代
）

三一↓（一・一
O
F
I
）

六
回
（
二

O
正
月
）

中
位
（
鎌
倉
、
室
町
時
代
）

ヒ
四
（
一
一
一
一
一
%
）

九
（
ご
－
po）

近
世
（
江
一
戸
時
代
）

一
一
一
（
一
一
九
ぷ
）

（
四
一
一
%
）

と
な
っ
て
い
る
。
明
解
の
方
に
単
語
数
が
多
い
こ
と
は
前
に
な
た
通

り
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
一
目
瞭
然
と
わ
か
る
こ
と
は
明
解
に
は
近
陛

語
が
多
い
と
い
う
こ
と
、
一
方
角
川
古
語
辞
典
に
は
奈
良
、
平
安
朝

の
語
（
こ
こ
で
は
、
奈
良
、
平
安
朝
の
語
を
特
に
古
典
語
と
呼
ぶ
）



が
多
い
こ
と
が
わ
か
る
。
古
語
辞
典
で
あ
れ
ば
、
古
典
語
が
多
い
と

い
う
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
重
要
な
こ
と
で
あ
る
と
思
う
o

そ
の
点
か
ら

み
る
と
し
た
ら
、
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
単
語
数
が
少
な
い
に
し
て

も
、
角
川
の
方
は
そ
れ
だ
け
の
意
義
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

次
に
と
ら
れ
て
い
な
い
単
語
が
角
川
に
四

O
七
、
明
解
の
方
に
七

コ
一
も
あ
る
訳
だ
が
、
こ
れ
ら
の
単
語
が
と
ら
れ
て
い
な
い
の
は
重
要

性
の
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
ら
れ
て
い
な
い
単
語
の
重
要
性
を

み
る
た
め
、
「
大
言
海
」
、
「
新
版
明
解
士
口
語
辞
典
」
に
も
同
様
に

と
ら
れ
て
い
な
い
か
を
調
べ
て
み
る
と
、
明
解
に
あ
っ
て
角
川
に
な

い
単
語
四

O
六
の
う
ち
で
、

大
言
海
・
新
版
明
解
古
語
辞
典
共
に
と
ら
れ
て
い
る
も
の
二
一
回

大
言
海
・
新
版
明
解
古
語
辞
典
共
に
と
ら
れ
て
い
な
い
も
の
わ
ず

か
三
一

大
言
海
・
新
版
明
解
古
語
辞
典
の
ど
ち
ら
か
一
方
に
と
ら
れ
て
い

る
も
の
一
六
一

と
な
っ
て
両
辞
典
に
と
ら
れ
て
い
な
い
コ
二
を
除
け
ば
、
そ
の
他
三

七
五

O
語
は
一
応
取
り
あ
げ
ら
れ
る
単
語
と
し
て
重
要
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
用
例
文
献
か
ら
し
で
も
そ
の
こ
と
が
云

え
る
の
で
あ
一
る
。

今
度
は
用
例
文
献
の
あ
げ
方
が
明
解
、
角
川
古
語
辞
典
に
於
て
ど

の
よ
う
に
と
り
扱
わ
れ
て
い
る
か
比
較
検
討
し
て
み
よ
う
と
思
う
。

用
例
文
献
の
明
示
さ
れ
て
い
な
い
単
語
に
つ
い
て
み
る
と

明
解
に
用
例
が
あ
っ
て
、
角
川
に
な
い
も
の
が
一
四
四

角
川
に
用
例
が
あ
っ
て
、
明
解
に
な
い
も
の
が
三
七

と
断
然
明
解
の
方
が
用
例
が
多
い
こ
と
が
わ
か
る
。
で
は
一
単
語
に

対
し
て
用
例
を
も
っ
て
解
釈
さ
れ
た
も
の
が
ど
ん
な
に
わ
か
り
や
す

い
か
み
て
み
よ
う
。
例
え
ば
「
あ
い
す
（
①
か
わ
い
が
る
）
し
の
場

合
、
用
例
が
フ
」
と
虫
ど
も
を
朝
夕
に
あ
い
し
給
ふ
」
〔
提
中
納
言
〕

と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
か
わ
い
が
る
」
意
味
が
よ
り
深
く
の
み
こ

め
る
の
で
あ
る
。
叉
「
あ
じ
（
③
お
も
し
ろ
い
・
趣
が
あ
る
）
」
の

場
合
で
も
、
「
峰
の
松
あ
じ
な
あ
た
り
を
見
出
で
た
り
」
〔
麟
野
〕
と

い
う
用
例
で
「
あ
じ
」
の
持
つ
本
当
の
「
お
も
し
ろ
さ
・
趣
が
あ
る

」
こ
と
の
使
い
方
が
わ
か
る
よ
う
に
思
う
。
こ
の
よ
う
に
す
べ
て
の

単
語
に
対
し
て
用
例
を
あ
げ
て
解
釈
さ
れ
て
い
る
方
が
意
味
が
は
っ

き
り
す
る
し
、
又
そ
の
使
い
方
も
の
み
こ
め
る
。
そ
う
し
て
考
え
る

と
明
解
の
方
が
ず
っ
と
用
例
が
多
く
親
切
な
辞
典
と
い
え
る
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
用
例
が
本
当
に
良
レ
か
悪
い
か
検
討
し
て

み
な
け
れ
ば
、
そ
の
真
の
適
否
を
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
う
。

次
に
今
度
は
各
単
語
に
於
け
る
用
例
出
典
の
違
い
に
つ
い
て
み
て

み
よ
う
と
思
う
。
そ
の
出
典
が
古
い
か
新
し
い
か
に
よ
っ
て
、
単
一
誌

の
生
存
を
も
知
る
こ
と
、
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
両
辞
典
に
於
て
単
語

数
も
非
常
に
違
っ
た
が
、
各
単
語
に
対
す
る
用
例
文
献
の
あ
げ
方
も

非
常
に
異
な
っ
て
い
る
。
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の
方
は
用
例
が
多
い
に
も
か
L

わ
ら
ず
、
角
川
の
方
が
断
然
古
い
方

の
文
献
に
て
示
さ
れ
て
い
る
。
L

ぱ
る
だ
け
古
い
文
献
を
一
ぶ
す
こ
と
は

辞
書
の
性
賀
上
重
要
な
点
か
と
思
わ
れ
る
。

次
に
、
一
同
辞
典
の
つ
あ
」
に
於
げ
る
全
用
例
に
つ
い
て
考
え
て
み

た
い
と
回
ル
ぅ
。

全
用
例
を
久
口
年
代
別
に
ま
と
め
る
と

ハ
明
解
）

大
和
時
代
四
七
O
（
二
三
%
）

平
安
時
代
六
七
三
（
三
一
二
%
）

鎌
倉
時
代
三
四
八
（
一
七
%
）

室

町

時

代

一

四

二

（

七

%

）

江
戸
時
代
四
二
一
（
二
O
%
）

明
治
・
大
正
時
代
九
（
O
V
A
）

（
角
川
一
）

三
七
八
（
一
二
七
%
）

二
七
三
つ
一
七
%
）

一
四
六
三
四
%
）

六
じ
（
六
%
）

一
五
九
三
六
%
）

。

と
な
っ
て
明
解
の
方
が
単
語
数
も
多
い
か
わ
り
に
全
用
例
も
断
然
多

い
。
そ
の
比
は
ち
ょ
う
ど
二
対
一
の
割
合
と
な
っ
て
い
る
。
特
に
上

代
と
近
世
と
に
於
て
そ
の
差
は
著
る
し
い
。
大
和
時
代
の
胤
例
文
献

で
明
鮮
の
方
は
四
七
O
で
あ
る
の
に
対
し
、
角
川
の
方
は
三
七
八
で

あ
り
、
江
戸
時
代
で
は
明
解
の
方
が
四
一
二
で
角
川
の
方
は
一
五
九

と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
角
川
の
方
に
は
古
典
語
が
多
く

明
解
の
方
に
は
近
世
語
が
多
い
こ
と
、
か
わ
か
る
の
で
あ
る
。
更
に
、

ど
ん
な
文
献
に
多
く
と
ら
れ
て
い
る
か
を
み
る
と
、
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十
返
舎
一
九

井
原
西
鶴

土
佐
日
記

後
撰
和
歌
集

蛤
齢
日
記

更
級
日
記

栄
華
物
語

万
文
記

H
U
7
1
hグ

不
4
4
キレ

三四四四六ー六六八八

後
撰
和
歌
集

紫
式
部
日
記

今
昔
物
語

大

鏡

拾
遺
和
歌
集

狭
衣
物
語

式
亭
三
馬

新
古
今
集

浄
瑠
璃

六六七七九 00 0ー

二
応
一
二
卜
l

番
ま
で
7

べ
た
の
で
あ
る
が
、
若
い
番
号
程
に
月
例
出
血
ハ
の
一

一
致
合
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
何
と
い
っ
て
も
万
葉
・
源
氏
・
近
松

と
三
大
文
献
は
両
辞
典
に
於
て
一
番
多
く
用
例
と
し
て
一
亦
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
書
か
れ
た
最
も
多
い
だ
け
に
、
日
本
の
最
も
偉
大
た
る
古

典
ケ
一
主
さ
に
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
明
解
古
語
辞
典
は
角
川
の

万
一
い
比
し
て
浄
瑠
照
十
番
目
で
あ
る
の
に
対
し
て
三
十
番
口
、
大
鏡

、
が
卜
川
苔
日
で
あ
る
の
に
対
し
て
二
五
番
目
、
新
古
今
、
が
十
九
番
日

己
対
し
て
二
九
前
日
と
か
な
り
主
が
あ
る
。
と
に
か
く
用
例
の
あ
げ

方
が
具
よ
っ
て
い
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
二
と
で
あ
る
。

い
以
刊
似
「
い
意
味
の
iu
…
か
ら
検
討
し
て
み
た
い

J

辞
書
に
於

J
f

二
番
県

」
寸
役
日
の
大
な
る
も
の
が
解
釈
で
あ
る
と
思
う
、
人
に
は
各
々
性
格

が
辺
う
よ
う
に
、
こ
の
古
語
辞
典
を
編
纂
さ
れ
た
著
者
が
呉
な
る
の

で
あ
ん
は
か
ら
一
志
昨
ハ
の
と
り
万
も
本
質
的
に
ば
同
じ
で
あ
ら
う
が
そ
の

の
仕
方
に
は
大
部
特
徴
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
（
、
中
で
J
h
一
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（
あ
一
）
（
感
）
・
あ
い
さ
つ
（
挨
拶
）
・
あ
い
す
（
愛
す
）
・
あ
い
、
だ

て
な
し
（
形
グ
）
・
あ
い
だ
る
（
自
動
下
二
）
あ
う
よ
る
（
奥
寄

る
〕
・
あ
か
（
閑
伽
〉
・
あ
、
か
（
五
日
が
）
・
あ
、
か
く
（
足
掻
く
）

・
あ
か
し
（
明
か
し
）
・
あ
か
な
く
に
（
飽
か
な
く
に
）
・
あ
か

む
（
赤
む
）
・
あ
一
が
る
（
上
が
る
）
・
あ
か
れ
（
別
）
・
あ
き
な

い
み
や
う
り
（
商
ひ
冥
利
）
・
あ
き
ら
け
し
（
明
ら
け
し
）
・
あ
一

ぐ
（
上
ぐ
）
・
あ
く
さ
う
（
悪
想
）
・
あ
げ
さ
げ
（
上
げ
下
げ
）

あ
げ
せ
ん
（
揚
げ
銭
）
・
あ
ざ
け
る
（
刷
る
）
・
あ
き
ま
し
（
形

シ
ク
）
・
あ
さ
も
よ
ひ
（
朝
催
ひ
）
あ
し
わ
け
を
ぶ
ね
（
葦
別
小

舟
）
・
あ
そ
ば
す
（
遊
ば
す
）
・
あ
そ
ぶ
（
遊
ぶ
）
・
あ
そ
み
（

朝
刊
）
・
あ
た
る
（
当
る
）
・
あ
ぢ
（
味
）
・
あ
っ
（
当
つ
〕

あ
つ
か
は
し
（
暑
か
は
し
）
・
あ
づ
ま
巧
（
東
路
）
・
あ
つ
ら
ふ

（
説
ふ
）
・
あ
て
お
こ
な
ふ
（
宛
て
行
ふ
）
七
九
円
と
（
跡
）
・
あ

な
が
ち
（
強
ち
）
・
あ
な
た
（
彼
方
）
あ
は
ひ
（
名
）
・
あ
ひ
（

相
〉
・
あ
ひ
あ
ひ
（
相
合
）
・
あ
ひ
だ
（
問
）
・
あ
ひ
み
る
（
相

見
る
）
・
あ
ふ
（
会
ふ
・
令
ふ
・
膏
ふ
）
・
あ
ふ
（
敢
ふ
〉
・
あ
ふ

ぐ
（
仰
く
）
・
あ
ふ
さ
き
る
さ
（
形
動
ナ
り
）
・
あ
ふ
な
あ
ふ
な

（
訓
〉
あ
ふ
ひ
（
葵
）
あ
ふ
る
（
煽
る
）
・
ぁ
、
ま
し
（
形
グ
）

あ
や
J

ぱ
し
（
形
グ
）
・
あ
や
め
（
菖
浦
）
あ
ら
そ
ふ
（
争
ふ
）
・
あ

ら
は
（
似
）
・
あ
ら
は
す
（
現
す
）
・
あ
ら
ひ
と
、
が
み
（
現
人
神
）

・
あ
ら
む

L
や
（
荒
武
者
）
・
あ
り
（
有
り
）
・
あ
り
あ
ふ
（
有
り

合
ふ
）
・
あ
り
あ
げ
（
有
明
）
・
あ
れ
（
五
日
・
我
）
あ
れ
（
彼
）

・
あ
ん
と
（
安
堵
）
・
あ
ん
ぺ
い
（
安
平
）

円
H
U1

 



以
上
六
十
五
単
語
に
於
て
は
と
ら
れ
る
べ
き
意
味
が
ど
ち
ら
か
の
辞

典
に
は
欠
げ
て
い
る
こ
と
、
が
わ
か
っ
た
。
例
え
ば
「
あ
い
す
（
愛
す

）
L

の
場
合
、
明
解
に
は
「
か
わ
い
が
る
」
と
い
う
意
味
は
な
い
。

用
例
に
「
こ
の
虫
ど
も
を
朝
夕
た
あ
い
し
給
ふ
」
〔
堤
中
納
言
〕
と
あ

る
か
ら
、
確
か
に
「
か
わ
い
が
る
」
と
い
う
意
味
は
あ
る
べ
き
で
あ

る
。
同
様
に
「
あ
ざ
け
る
（
明
る
）
」
の
場
合
も
明
解
の
方
で
は

「
声
合
あ
げ
て
詩
歌
を
吟
ず
る
」
と
い
う
意
味
だ
け
し
か
な
い
、
が
、

当
然
「
そ
し
り
笑
う
、
あ
ざ
わ
ら
う
」
の
意
J
V
あ
る
べ
き
で
あ
る
。

本
来
「
あ
ざ
け
る
」
の
意
は
「
そ
し
り
笑
う
・
哨
弄
す
る
」
が
語
源

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
更
級
日
記
に
「
や
す
か
ら
ず
お
ど
ろ
き
あ
さ

み
わ
ら
ひ
、
あ
ざ
け
る
も
の
ど
も
あ
り
」
と
あ
る
、
が
、
之
か
ら
判
断

し
て
も
、
「
そ
し
り
笑
う
、
あ
ざ
わ
ら
う
」
で
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
こ
の
「
あ
ざ
わ
ら
わ
れ
る
」
原
因
を
晴
ら
す
意
味
か
ら
転
じ
て

「
興
じ
て
吟
じ
る
」
、
即
ち
「
声
を
あ
げ
て
う
た
う
」
等
の
意
が
出

て
き
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
月
に
あ
ざ
け
る
風
に
あ
ざ
む
く
（
戸
を

あ
げ
て
詩
歌
を
詠
ず
る
）
こ
と
た
え
ず
、
花
を
弄
び
、
烏
を
あ
わ
れ

ま
ず
と
云
ふ
こ
と
な
し
」
〔
後
拾
遺
集
・
序
〕
と
あ
る
が
、
意
味
の
自

動
的
転
化
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
み
て
く
る
と
、
欠
け
て

い
る
意
味
が
不
思
議
な
く
ら
い
で
あ
る
。
こ
の
六
十
五
単
語
の
中
で

も
、
ち
ょ
っ
と
考
え
た
だ
け
で
こ
ん
な
意
味
も
お
ち
て
い
る
の
か
と

思
う
よ
う
な
も
の
が
多
い
。
「
あ
さ
ま
し
（
形
シ
グ
ど
に
し
て
も
「
考

え
が
浅
い
・
浅
は
か
だ
」
と
い
う
意
が
角
川
に
は
な
い
。
そ
れ
か
ら

又
「
あ
し
（
足
）
L

に
は
銭
を
意
味
す
る
も
の
が
角
川
の
方
に
欠
け

て
い
る
。
お
金
の
こ
と
を
オ
ア
シ
と
い
っ
た
の
も
足
故
に
そ
う
呼
ば

れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
銭
の
異
名
と
い
う
こ
と
も
欠
け
て
は

な
ら
な
い
よ
う
に
思
う
o

そ
れ
か
ら
「
あ
つ
か
は
し
（
暑
か
は
し
）

」
は
明
解
に
は
d

「
暑
苦
る
し
い
」
の
意
だ
け
し
か
な
い
。
が
源
氏
・

蛍
の
巻
に
「
姫
君
は
（
中
略
）
大
殿
隠
り
に
け
る
を
宰
相
の
君
の
一
御

消
息
伝
へ
に
、
居
ざ
り
入
り
た
る
に
つ
け
て
、
い
と
、
あ
ま
り
あ
っ

か
は
し
き
御
も
て
な
し
な
り
（
略
）
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
「
煩
わ
し

い
、
重
苦
し
い
」
と
い
う
意
も
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
と
思

う
o

こ
れ
ら
の
単
語
は
ち
ょ
っ
と
判
断
し
た
だ
け
で
も
そ
の
当
を
得

る
こ
と
、
か
で
き
る
の
で
あ
る
。
以
上
ず
っ
と
み
た
よ
う
に
同
じ
よ
う

な
辞
書
で
あ
り
な
が
ら
ず
い
分
違
っ
て
い
る
。

辞
書
を
編
纂
す
る
と
い
う
こ
と
は
階
大
な
仕
事
で
あ
る
こ
と
は
い

う
ま
で
も
な
い
。
な
み
／
1
よ
な
ら
ぬ
編
者
の
お
か
げ
で
私
達
は
容
易

に
勉
強
す
る
こ
と
が
℃
き
る
の
で
あ
る
、
か
、
こ
の
学
問
の
道
は
き
び

し
い
。
そ
し
て
学
問
の
追
求
に
あ
っ
て
は
一
部
の
間
違
い
も
容
赦
さ

れ
て
い
け
な
い
し
、
叉
容
赦
さ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
大

の
力
に
は
限
界
が
あ
る
。
そ
し
て
時
に
は
、
誤
り
を
も
生
ず
る
の
で

あ
る
。
果
し
て
そ
れ
が
誤
り
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
場
合
、
次
の
研

究
に
待
つ
ほ
か
は
な
い
。

こ
こ
に
は
「
あ
」
に
つ
い
て
の
み
し
か
調
べ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
が
、
八
項
目
に
よ
っ
て
み
た
結
果
は
辞
典
そ
れ
ん
＼
に
特
徴
が
あ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
両
辞
典
に
於
て
総
合
的
に
特
徴
を

ま
と
め
て
み
る
な
ら
ば
、
明
解
．
古
語
辞
典
は
、
単
語
数
が
多
く
、
そ
の
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解
釈
の
仕
方
も
非
常
に
丁
寧
で
用
例
も
多
い
。
そ
の
点
細
か
い
所
か

ら
調
べ
る
場
合
に
は
こ
の
辞
典
の
果
す
役
割
は
大
き
い
よ
う
に
思
う

叉
角
川
古
語
辞
典
に
於
て
は
単
語
の
あ
ら
ゆ
る
角
度
か
ら
考
恵
さ

れ
て
い
て
、
文
献
用
例
な
ど
も
古
い
も
の
が
多
い
。
要
は
調
べ
る
目

的
に
よ
っ
て
適
否
を
判
断
す
べ
き
だ
と
思
う
。
こ
れ
ら
の
結
果
よ
り

知
り
う
る
こ
と
は
、
そ
の
語
の
持
つ
意
味
、
発
生
過
程
・
変
化
・
転

化
と
追
求
す
れ
ば
す
る
だ
け
の
問
題
が
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
一
つ
の

辞
典
が
必
ず
し
も
完
全
な
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

；
 
1
 

f
〉

記
こ
こ
に
揚
げ
た
も
の
は
、
八
項
目
と
も
資
料
が
必
要
な
訳
で
、

阪
ら
れ
た
紙
面
で
は
理
解
さ
れ
に
く
い
か
と
思
う
。
参
考
資
料

は
、
論
文
の
方
を
み
て
載
き
た
い
。

源
氏
物
語
と
植
物

｜
｜
植
物
使
用
の
効
果

1
1

古

素

子

閑

＋l
h
 

し

が

き

本
文
は
、
先
に
提
出
し
た
卒
業
論
文
『
源
氏
物
語
と
植
物
』
を
「

国
文
研
究
」
の
一
記
事
用
と
し
て
、
要
約
し
た
も
の
で
あ
る
。

卒
業
論
文
は
、
先
ず
物
語
に
現
わ
れ
た
全
部
の
植
物
及
ひ
木
や
草

・
花
等
植
物
関
係
の
一
一
一
一
回
葉
の
前
後
の
文
を
摘
出
し
、
こ
れ
に
文
学
面

か
ら
と
植
物
学
上
か
ら
の
考
察
を
な
し
、
そ
れ
ら
を
資
料
と
し
て
、

研
究
の
主
目
的
を
「
草
場
の
植
物
は
、
物
語
に
ど
ん
な
効
果
を
与
え

て
い
る
か
」
に
置
い
て
総
論
を
纏
め
た
。
し
か
し
、
本
文
は
、
原
稿

枚
数
の
制
限
も
あ
る
為
、
資
料
の
分
は
一
切
省
略
し
、
総
論
も
そ
の

一
部
を
省
略
、
或
い
は
削
除
し
た
。

文
中
引
用
す
る
源
氏
物
語
の
一
原
文
は
、
「
日
本
古
典
文
学
大
系
、

源
氏
物
語
、
一

1
五
巻
」
に
よ
り
、
原
文
の
所
出
巻
名
は
、
〈
桐
査
〉

の
よ
う
に
記
し
、
作
者
紫
式
部
は
、
「
作
者
」
と
略
称
し
た
。

。
源
氏
物
語
の
植
物
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源
氏
物
語
五
十
四
帖
中
に
使
わ
れ
て
い
る
植
物
は
、
若
菜
・
竹
等

の
よ
う
な
総
合
名
称
や
月
の
桂
な
ど
の
想
像
の
も
の
も
含
め
て
百
十

余
種
で
あ
る
。
（
細
部
の
表
省
略
）

こ
の
百
十
余
種
は
、
万
葉
集
の
約
百
六
十
、
枕
草
子
の
約
百
四
十

に
比
べ
る
と
そ
の
数
は
少
い
が
、
万
葉
集
に
於
て
は
長
年
月
の
間
に

各
階
層
の
一
人
々
が
、
植
物
に
関
連
し
て
、
日
本
全
国
に
於
て
、
見
た

り
、
聞
い
た
り
、
感
じ
た
り
し
て
千
五
百
余
首
中
に
詠
み
こ
ん
だ
も

の
で
あ
り
、
枕
草
子
の
も
の
は
同
時
代
の
人
の
作
で
は
あ
る
が
、
自

然
趣
味
を
中
心
と
し
た
随
筆
で
あ
る
の
で
、
植
物
の
数
だ
け
を
比
較

す
る
の
は
適
当
で
な
い
。

源
氏
物
語
に
お
け
る
植
物
は
、
前
記
丙
文
献
よ
り
数
こ
そ
少
い
が


