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と
い
う
句
で
、
橋
の
渡
り
初
め
を
待
ち
か

ね
た
人
々
に
は
随
分
用
が
溜
っ
て
い
た
ら
し

い
と
い
う
観
察
で
あ
る
。
人
が
橋
を
渡
る
こ

と
に
重
ね
て
、
用
事
を
渡
る
と
言
っ
た
も
の

だ
が
、
そ
の
渡
り
初
め
の
景
色
か
ら
、「
鼻

紙
」
の
句
は
、
祝
儀
の
酒
へ
転
じ
て
、
し
か

も
内
儀
の
出
自
（
芸
者
か
）
を
想
像
し
て
付

け
た
の
で
あ
る
。
こ
の
「
鼻
紙
」
で
は
、

「
鼻
紙
を
口
に
預
け
て
手
を
洗
ひ
」
の
句
も

あ
っ
て
、
素
人
の
女
で
は
な
い
な
ま
め
か
し

い
美
人
の
姿
も
捉
え
ら
れ
て
い
た
。
何
と
粋

な
、
い
い
女
じ
ゃ
な
い
か
、
と
い
う
人
々
の

嘆
声
す
ら
聞
こ
え
て
く
る
。
そ
う
し
た
女
の

風
情
に
、
酒
の
景
色
が
か
ら
ま
っ
て
い
る
と

い
う
わ
け
で
あ
る
。

『
俳
風
柳
多
留
』
を
読
む
楽
し
み
は
、
一

句
の
趣
向
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
句
か
ら
句

へ
、
見
え
ぬ
糸
の
つ
な
が
り
を
た
ど
る
こ
と

江
戸
人
の
暮
ら
し
を
知
る
に
は
、
川
柳
の

世
界
を
眺
め
て
み
る
の
も
一
興
で
あ
ろ
う
。

た
と
え
ば
、
江
戸
金
龍
山
浅
草
寺
の
ほ
と
り

に
住
ま
い
し
た
、
呉
陵
軒
可
有
（
ご
り
ょ
う

け
ん
あ
る
べ
し
）
の
編
に
な
る
、
明
和
二
年

（
一
七
六
五
）
刊
の
『
俳
風
柳
多
留
』
も
そ

の
一
つ
で
あ
る
。
冒
頭
の
あ
た
り
に
は
、
次

の
よ
う
な
句
が
並
ん
で
い
る
。

か
み
な
り
を
ま
ね
て
腹
掛
や
つ
と
さ
せ

故
郷
へ
廻
る
六
部
は
気
の
よ
わ
り

い
ず
れ
も
、
よ
く
知
ら
れ
た
句
で
あ
ろ

う
。
雷
に
お
臍
を
取
ら
れ
る
ぞ
と
、
子
を
追

い
ま
わ
し
、「
や
つ
と
」
の
こ
と
で
「
腹
掛
」

を
さ
せ
た
母
親
の
姿
が
活
写
さ
れ
て
い
る
。

そ
う
し
た
母
の
頼
も
し
さ
か
ら
一
転
し
て
、

次
に
登
場
す
る
の
は
気
弱
な
男
。「
六
部
」

は
六
十
六
か
所
の
霊
場
に
法
華
経
を
納
め
て

巡
礼
す
る
修
行
者
の
こ
と
で
、
そ
の
修
行
者

が
廻
る
途
中
で
故
郷
へ
立
ち
寄
る
と
言
い
だ

す
。
そ
れ
は
、
気
力
が
衰
え
た
証
拠
だ
と
い

う
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
女
房
と
男
の
対
比

が
、
暮
ら
し
の
な
か
の
一
齣
と
し
て
あ
ざ
や

か
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

そ
う
し
た
暮
ら
し
の
な
か
に
、
人
々
の
酒

の
風
景
も
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。

鼻
紙
で
手
を
拭
く
内
儀
酒
も
な
り

「
鼻
紙
」
は
「
懐
中
紙
」
の
こ
と
。
そ
の

紙
で
手
を
拭
く
の
は
、
し
た
た
か
な
内
儀
の

所
作
で
、
だ
か
ら
彼
女
が
出
す
酒
も
な
か
な

か
い
け
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
前
句
は
、

二
箇
国
に
た
ま
つ
た
用
の
渡
り
ぞ
め

ほ
ろ
酔
い
詩
歌
紀
行	

―
―	『
俳
風
柳
多
留
』
を
読
む日　

高　

昭　

二

（
神
奈
川
大
学
名
誉
教
授
）
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に
も
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
句
移
り
」
と
い
う

も
の
で
、
前
句
を
読
み
終
え
た
と
こ
ろ
に
残

る
余
情
を
、
次
に
来
る
句
の
情
景
や
人
物
が

新
し
い
気
色
を
も
た
ら
す
。
そ
の
変
幻
自
在

な
趣
向
こ
そ
が
、
一
巻
の
真
骨
頂
で
あ
る
。

む
か
し
か
ら
湯
殿
は
智
恵
の
出
ぬ
所

湯
殿
と
い
う
と
こ
ろ
は
、
知
恵
を
は
た
ら

か
そ
う
と
し
て
も
、
裸
で
は
ど
う
に
も
な
ら

な
い
。
そ
れ
は
昔
か
ら
と
相
場
が
決
ま
っ
て

い
る
。
新
潮
日
本
古
典
集
成
の
校
注
者
、
宮

田
正
信
に
よ
れ
ば
、
こ
の
「
む
か
し
か
ら
」

に
は
、
あ
る
故
事
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
と
い

う
。
た
と
え
ば
、
湯
殿
の
中
で
殺
害
さ
れ
た

伊
豆
修
善
寺
に
お
け
る
源
義
家
な
ど
で
、
そ

れ
を
「
む
か
し
か
ら
」
と
い
う
短
い
一
語
に

込
め
た
趣
向
の
妙
を
指
摘
し
て
い
た
。
こ
こ

に
は
、
固
有
名
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
別

の
句
に
は
新
田
義
貞
や
、
曾
我
兄
弟
を
生
け

捕
っ
た
御
所
の
五
郎
丸
、
そ
し
て
平
清
盛
が

死
ん
だ
と
き
治
療
に
当
っ
た
医
師
も
登
場
す

る
な
ど
、
句
集
に
は
有
名
人
が
満
載
で
あ
る
。

で
は
、「
む
か
し
か
ら
」
に
つ
づ
く
付
け

句
は
ど
う
か
。

神
代
に
も
だ
ま
す
工
面
は
酒
が
入
り

神
代
の
時
代
か
ら
、
人
を
だ
ま
す
工
面
に

は
酒
が
必
要
で
あ
っ
た
と
付
け
る
。「
む
か

し
か
ら
」
と
「
知
恵
の
出
ぬ
」
を
受
け
て
、

「
神
代
」
す
な
わ
ち
ス
サ
ノ
ヲ
の
や
ま
た
の

お
ろ
ち
退
治
の
神
話
を
出
し
た
の
で
あ
る
。

前
回
の
狂
歌
師
列
伝
で
、「
武
士
八
十
氏
」

の
「
今
も
つ
て
酒
は
や
ま
た
の
お
ろ
ち
な
ら

出
す
肴
も
い
な
だ
姫
ぞ
や
」
を
挙
げ
て
お
い

た
が
、
昔
も
今
も
酒
と
神
話
は
な
じ
み
が
深

い
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
う
し
て
、
古
来
か
ら
変
わ
ら
ぬ
酒
の
効

用
を
言
い
立
て
た
あ
と
に
、
次
の
句
が
付
け

ら
れ
る
。

盃
に
ほ
こ
り
の
た
ま
る
不
徳
心

だ
ま
す
工
面
の
酒
が
、
不
徳
心
の
酒
へ
と

移
る
。
酒
を
助
け
に
出
さ
れ
た
話
に
は
落
と

し
穴
が
あ
る
。
そ
れ
を
思
案
し
て
、
申
し
出

を
承
諾
し
か
ね
て
黙
っ
た
ま
ま
で
い
る
と
、

時
ば
か
り
が
過
ぎ
て
、
注
が
れ
た
盃
に
は
ほ

こ
り
が
た
ま
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
の
盃
に
た
ま
っ
た
ほ
こ
り
は
、
た
ま
っ
た

家
賃
と
な
る
。

跡
月
を
や
ら
ね
ば
路
次
も
た
た
か
れ
ず

「
跡
月
」
は
あ
と
げ
つ
で
、
先
月
の
家
賃

の
こ
と
。「
や
る
」
は
支
払
う
こ
と
、「
路
次

を
た
た
く
」
は
、
夜
遊
び
に
時
を
忘
れ
て
、

長
屋
の
木
戸
の
戸
を
叩
く
こ
と
。
し
か
し
、

木
戸
は
閉
ま
っ
て
い
て
、
大
家
を
叩
き
起
こ

す
ほ
か
は
な
い
が
、
家
賃
が
ま
だ
な
の
で
、

そ
れ
も
出
来
な
い
。
何
と
も
お
か
し
い
句
移

り
の
風
景
だ
が
、
こ
こ
に
も
夜
遊
び
＝
酒
の

景
色
が
隠
れ
て
い
よ
う
。

「
柳
多
留
」
と
は
、
婚
礼
の
祝
儀
に
用
い

る
「
柳
樽
」
の
こ
と
で
、
川
柳
と
俳
諧
と
を

妹
背
の
仲
に
な
ぞ
ら
え
て
、
そ
の
仲
を
と
り

も
つ
め
で
た
さ
に
因
ん
で
書
名
と
し
た
も
の

と
い
う
。
書
名
自
体
に
、
酒
と
縁
が
あ
っ
た

の
で
あ
る
。
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東
京
と
い
っ
て
も
、
こ
こ
文
京
区
目
白
台

あ
た
り
は
、
地
下
鉄
が
開
通
す
る
ま
で
は
陸0

の
孤
島

0

0

0

と
呼
ば
れ
て
い
た
ら
し
い
。

目
白
通
り
を
挟
ん
だ
斜
め
向
か
い
は
、
今

は
亡
き
元
首
相
の
田
中
角
栄
氏
の
邸
宅
が
あ

り
、
神
田
川
沿
い
に
南
東
へ
少
し
下
っ
た
と

こ
ろ
に
は
椿
山
荘
が
あ
る
。
こ
こ
は
も
と

は
、
明
治
の
元
勲
山
懸
有
朋
の
屋
敷
で
あ
っ

た
。
こ
の
あ
た
り
は
関
口
台
地
と
呼
ば
れ
、

昔
か
ら
椿
が
自
生
す
る
景
勝
地
で
あ
り
、
す

ぐ
隣
り
に
は
関
口
芭
蕉
庵
が
あ
る
。
松
尾
芭

蕉
が
二
度
目
の
江
戸
入
り
の
後
、
一
六
七
七

年
か
ら
三
年
間
、
神
田
上
水
改
修
工
事
に
携

わ
っ
た
際
に
住
ん
で
い
た
と
い
わ
れ
る
住
居

跡
で
あ
る
。

こ
の
地
に
新
し
く
建
て
ら
れ
た
十
階
建
て

の
マ
ン
シ
ョ
ン
の
一
室
を
購
入
し
て
僅
か
一

年
足
ら
ず
で
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
赴
任
す
る

た
め
家
を
空
け
る
こ
と
に
な
っ
た
次
女
が
日

本
を
離
れ
る
と
、
今
度
は
、
ア
メ
リ
カ
に
住

ん
で
い
た
長
女
一
家
が
日
本
に
戻
っ
て
き

た
。
同
じ
区
内
弥
生
町
に
あ
る
古
い
五
階
建

て
の
マ
ン
シ
ョ
ン
の
一
室
が
四
人
家
族
の
住す
み

処か

で
あ
る
。

こ
ち
ら
は
弥
生
式
土
器
の
出
土
し
た
場
所

と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

わ
が
夫
は
、
あ
の
東
日
本
大
震
災
で
被
害

を
受
け
た
福
島
第
一
原
発
の
近
く
、
避
難
区

域
内
に
あ
る
精
神
病
院
の
院
長
と
し
て
多
忙

の
た
め
に
、
埼
玉
県
に
あ
る
わ
が
家
に
帰
宅

す
る
こ
と
が
め
っ
た
に
な
い
。

息
子
は
結
婚
し
、
二
人
の
子
を
も
う
け
、

ア
パ
ー
ト
暮
ら
し
で
あ
る
。
夫
婦
共
働
き
の

た
め
、
孫
た
ち
の
世
話
な
ど
は
、
息
子
の
妻

の
お
母
さ
ん
が
協
力
し
て
下
さ
っ
て
い
る
か

ら
私
に
用
は
な
い
の
で
あ
り
、
従
っ
て
私
は

今
、
東
京
都
文
京
区
目
白
台
に
あ
る
マ
ン

シ
ョ
ン
の
六
階
の
一
室
に
寝
泊
ま
り
を
し

て
、
弥
生
町
に
あ
る
マ
ン
シ
ョ
ン
の
五
階
の

一
室
に
通
っ
て
い
る
。

目
白
台
も
弥
生
町
も
坂
の
多
い
町
で
あ

り
、
ど
ち
ら
も
生
活
す
る
の
に
意
外
と
不
便

な
場
所
で
あ
る
。
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア

は
至
る
所
に
あ
っ
て
も
そ
こ
に
は
孫
た
ち
に

食
べ
さ
せ
る
新
鮮
な
肉
も
魚
も
野
菜
も
な
い

の
が
決
定
的
な
難
点
な
の
が
か
な
し
い
。

そ
れ
で
も
弥
生
町
に
は
近
く
に
根
津
神
社

が
あ
り
境
内
を
通
っ
て
近
道
を
す
れ
ば
十
五

分
く
ら
い
の
所
に
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
が

あ
る
の
で
、
ま
あ
ま
あ
の
食
料
品
が
手
に
入

る
。
筍
の
出
回
る
季
節
に
な
る
と
リ
ュ
ッ
ク

サ
ッ
ク
を
背
負
っ
て
買
い
出
し
に
出
か
け
る

の
は
自
分
が
食
べ
た
い
か
ら
。

お
茶
と
海
苔
だ
け
は
個
人
商
店
に
立
ち
寄

る
の
も
ま
た
、
自
分
の
た
め
で
あ
る
。

そ
の
店
は
不し
の
ば
ず忍

通
り
に
面
し
た
小
さ
な
茶

舗
で
、
両
隣
り
は
傘
屋
と
不
動
産
屋
。
店
前

に
は
季
節
の
盆
栽
な
ど
が
台
の
上
に
置
か
れ

て
あ
っ
て
、
曇
り
ガ
ラ
ス
の
格
子
戸
を
ガ
ラ

リ
と
開
け
る
と
、
着
物
姿
の
白
髪
ま
じ
り
の

御
世
代
り
の
桜

宮　

地　

智　

子

（
詩　

人
）
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お
婆
さ
ん
が
に
こ
や
か
に
迎
え
て
く
れ
る
。

奥
の
方
で
は
息
子
さ
ん
ら
し
い
中
年
の
男
性

が
お
茶
を
淹
れ
て
い
る
の
が
見
え
て
、
必

ず
、
そ
の
お
婆
さ
ん
が
茶
托
に
載
せ
た
煎
茶

を
出
し
て
く
れ
る
。
茶
碗
は
京
焼
き
の
よ
う

な
華
や
い
だ
趣
き
が
あ
る
。

私
は
腰
か
け
て
ゆ
っ
く
り
と
味
わ
い
、

「
ご
馳
走
さ
ま
で
し
た
。」
と
丁
寧
に
礼
を
し

て
会
計
を
す
ま
せ
て
店
を
出
る
。
さ
す
が
に

お
茶
は
苦
味
が
出
な
い
よ
う
、
う
ま
く
塩あ
ん

梅ば
い

し
て
あ
っ
て
お
い
し
い
。
何
よ
り
、
あ
の
﨟ろ
う

た
け
た
商
店
主
の
あ
の
笑
顔
が
何
と
も
い
え

ず
私
の
心
を
和
ま
せ
て
く
れ
る
。

「
日
曜
日
も
開
け
て
お
り
ま
す
。
そ
う
し

ま
せ
ん
と
売
り
上
げ
に
影
響
い
た
し
ま
す
か

ら
。」
と
ほ
ほ
笑
む
。「
…
の
稽
古
所
」
と
い

う
看
板
が
か
か
っ
て
い
る
の
で
聞
い
て
み
る

と
、
孫
息
子
が
三
味
線
を
教
え
て
い
る
と

い
っ
て
、
歌
舞
伎
役
者
の
海
老
蔵
と
一
緒
に

舞
台
に
立
っ
た
時
の
写
真
を
見
せ
て
く
れ
た
。

「
大
正
十
二
年
の
生
ま
れ
で
ご
ざ
い
ま

す
。」
私
の
問
い
に
晴
れ
や
か
に
答
え
て
く

れ
た
。

九
十
歳
を
す
ぎ
て
現
役
で
働
く
お
婆
さ
ん

の
、
あ
の
し
な
や
か
さ
を
見
る
と
七
十
と
少

し
の
私
な
ど
、
ま
だ
ま
だ
青
い
な
ぁ
ー
と
思

わ
ず
た
め
息
が
漏
れ
る
の
で
あ
る
。

も
う
ひ
と
り
、
美
し
い
商
店
主
が
い
る
。

目
白
通
り
に
面
し
た
郵
便
局
や
古
書
店
や
宅

配
ピ
ザ
屋
な
ど
と
並
ん
だ
小
さ
な
文
房
具
店
。

そ
こ
で
は
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
文
房
具
が
店

前
に
ま
で
溢
れ
て
い
て
、
日
曜
日
で
も
切
手

は
買
え
る
、
フ
ァ
ク
ス
も
使
え
る
。
何
よ
り

笑
顔
で
迎
え
、「
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。」
と
送
り
出
し
て
く
れ
る
白
髪
ま
じ
り

の
女
店
主
の
晴
れ
や
か
さ
が
嬉
し
い
。

七
月
の
東
京
の
お
盆
は
あ
っ
と
い
う
間
に

過
ぎ
て
し
ま
う
。
そ
の
お
盆
の
頃
、
奥
の
方

か
ら
焙ほ
う

烙ろ
く

に
麻お

幹が
ら

を
載
せ
て
、
腰
の
曲
っ
た

お
年
寄
り
が
、
そ
の
息
子
ら
し
い
男
性
に
支

え
ら
れ
な
が
ら
出
て
き
た
こ
と
が
あ
る
。
先

代
の
店
主
だ
っ
た
ら
し
い
そ
の
お
年
寄
り
は

店
の
前
で
迎
え
火
を
焚
き
始
め
た
。
何
代
に

も
渡
っ
て
受
け
継
が
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う

こ
の
店
の
歴
史
に
も
思
い
を
馳
せ
る
と
、
﨟ろ
う

た
け
た
、
と
い
う
形
容
に
ふ
さ
わ
し
い
人
生

の
積
み
重
ね
が
作
り
上
げ
た
こ
の
女
店
主
の

美
し
い
顔
の
懐
か
し
さ
が
よ
く
理
解
さ
れ
る

の
だ
。

少
し
前
に
は
老
夫
婦
で
営
ん
で
い
た
豆
腐

屋
が
と
う
と
う
店
を
閉
じ
た
。
時
代
が
変
わ

り
つ
つ
あ
る
の
だ
。
十
二
歳
に
な
っ
た
孫
娘

は
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
作
っ
た
食
事
に
そ
っ

ぽ
を
む
い
て
コ
ン
ビ
ニ
で
買
っ
た
何
や
か
や

を
お
い
し
そ
う
に
食
べ
て
い
る
。

春
休
み
の
あ
る
日
、
孫
た
ち
が
待
つ
家
に

行
き
が
て
ら
、
神
田
川
沿
い
に
列
を
な
し
た

花
見
客
に
混
じ
っ
て
歩
い
た
。
川
の
両
岸
に

爛
漫
と
咲
き
誇
る
花
も
群
れ
な
す
人
も
混
然

一
体
と
な
っ
て
華
や
い
で
見
え
る
。

や
が
て
足
並
が
乱
れ
、
あ
ち
こ
ち
で
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
大
き
め
の
タ
ブ
レ
ッ
ト
を

覗
き
込
む
姿
が
み
ら
れ
、
私
も
隣
り
の
人
の

画
面
を
借
り
て
顔
を
寄
せ
る
と
、
官
房
長
官

の
掲
げ
る
「
令
和
」
の
文
字
が
浮
か
び
上
が

る
。
た
め
息
の
よ
う
な
喚
声
が
あ
が
る
。

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
。
ひ
と
月
後
の

五
月
一
日
に
は
新
天
皇
が
即
位
さ
れ
、
新
し

い
令
和
の
年
が
始
ま
る
。
花
あ
か
り
の
な
か

で
寿
い
だ
こ
の
瞬
間
を
私
は
忘
れ
る
こ
と
が

な
い
と
思
う
。
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西
野
金
陵
株
式
会
社
の
多
度
津
工
場
と
い

う
名
を
目
に
す
る
ご
と
に
、
私
は
、
平
安
時

代
の
説
話
集
『
今
昔
物
語
集
』
巻
第
十
九
の

源げ
ん

大だ
い

夫ふ

説
話
を
想
起
す
る
。
説
話
の
題
を
平

仮
名
混
じ
り
の
文
で
記
す
と
、「
讃
岐
の
国

の
多
度
郡
の
五ご

位い

、
法
を
聞
き
て
即
ち
出
家

せ
る
語こ
と

」
で
あ
る
。「
法
」
と
は
仏
の
教
え

の
こ
と
。

昔
、
讃
岐
の
国
（
香
川
県
）
の
多
度
の
郡こ
お
り

に
殺
生
ば
か
り
を
し
て
い
る
源
大
夫
と
い
う

男
が
い
た
。
狩
猟
の
帰
り
、
僧
か
ら
西
の
国

に
阿あ

弥み

陀だ

仏ぶ
つ

と
い
う
仏ほ
と
けが

い
て
、
そ
の
仏
は

自
分
（
仏
）
を
求
め
れ
ば
、
願
う
こ
と
全
て

が
叶
う
世
界
（
極
楽
）
へ
連
れ
て
行
っ
て
く

れ
る
、
と
聞
い
た
。
源
大
夫
は
そ
の
場
で
頭

を
剃
っ
て
僧
の
姿
と
な
り
、
首
か
ら
金こ
ん

鼓ぐ

を
下
げ
、
そ
れ
を
叩
き
、「
阿
弥
陀
仏
や
、

お
ー
い
お
ー
い
」
と
叫
び
な
が
ら
、
阿
弥
陀

仏
が
い
る
と
い
う
西
の
方
へ
向
か
っ
て
歩
み

進
ん
で
い
っ
た
。

高
い
山
が
あ
れ
ば
真
っ
直
ぐ
に
登
り
、
川

が
あ
れ
ば
深
・
浅
な
ど
考
え
ず
、
西
の
方

へ
、
西
の
方
へ
と
歩
み
進
ん
で
行
っ
た
。
途

中
、
山
寺
の
僧
に
、「
目
印
と
し
て
草
を
結

び
な
が
ら
行
く
の
で
、
七
日
経
っ
た
ら
、
自

分
を
見
に
来
て
ほ
し
い
」
と
頼
ん
だ
。

七
日
後
、
僧
が
尋
ね
て
行
く
と
、
源
大
夫

は
「
こ
こ
か
ら
海
に
入
ろ
う
と
も
思
っ
た

が
、
仏
が
返
事
を
な
さ
る
の
で
、
名
を
呼

ん
で
い
た
」
と
言
う
。
僧
は
不
思
議
に
思

い
、「
ど
の
よ
う
に
お
応こ
た

え
に
な
る
？
」
と

訊
く
と
、
源
大
夫
は
「
阿
弥
陀
仏
や
、
お
ー

い
、
お
ー
い
、
ど
こ
に
お
い
で
に
な
る
」
と

叫
ぶ
。
す
る
と
海
の
中
か
ら
「
こ
こ
に
お

る
」
と
い
う
、「
微
妙
」（「
み
み
ょ
う
」
と

読
む
。
す
ば
ら
し
い
、
美
し
い
の
意
）
な
声

が
し
た
。
僧
は
源
大
夫
か
ら
「
七
日
後
に
来

て
、
私
を
見
届
け
て
ほ
し
い
」
と
頼
ま
れ
、

七
日
後
に
行
っ
て
み
る
と
、
源
大
夫
は
今
度

は
死
ん
で
お
り
、
口
か
ら
は
一
葉
の
蓮
の
花

が
咲
き
出
て
い
た
。―
―
こ
れ
が
『
今
昔
物

語
集
』
の
源
大
夫
説
話
の
あ
ら
す
じ
で
あ
る
。

生
き
物
を
殺
し
、
人
の
首
を
切
っ
た
り
手

足
を
折
ら
ぬ
日
は
少
な
か
っ
た
と
い
う
の
だ

か
ら
、
確
か
に
『
今
昔
物
語
集
』
が
記
し
て

い
る
よ
う
に
、「
悪あ
し

く
、
奇あ
さ
ま
し異

き
悪
人
」（
悪

く
、
あ
き
れ
る
ほ
ど
の
悪
人
）
で
あ
る
。
と

は
い
え
、
狩
猟
を
す
る
の
は
生
き
る
た
め
。

人
の
手
足
を
折
っ
た
り
首
を
切
っ
た
り
し
た

と
い
う
の
は
、
古
代
に
生
き
た
源
大
夫
が
、

他
郷
の
人
た
ち
と
領
地
を
守
る
な
ど
の
争
い

を
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

だ
が
、
ど
う
で
あ
れ
、
仏
教
説
話
集
で
あ

る
『
今
昔
物
語
集
』
の
立
場
か
ら
す
る
と
、

殺
生
は
悪
。
こ
う
し
て
源
大
夫
の
話
は
〈
悪

人
〉
の
物
語
と
し
て
造
形
・
誇
張
さ
れ
語
り

伝
え
ら
れ
て
い
っ
た
。

源
大
夫
の
説
話
、
そ
し
て
香
川
県
と
北
海
道
の
縁

志し　

村む
ら　

有く
に　

弘ひ
ろ

（
相
模
女
子
大
学
名
誉
教
授
）
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説
話
の
中
に
、
西
へ
向
か
っ
て
出
立
し
よ

う
と
す
る
源
大
夫
に
郎
党
（
家
来
）
た
ち
が

ど
こ
ま
で
も
つ
い
て
行
こ
う
と
す
る
光
景
が

あ
る
。
彼
等
は
権
力
で
屈
伏
さ
せ
ら
れ
て
い

る
様
子
で
は
な
い
。
心
か
ら
源
大
夫
を
慕
っ

て
い
る
ら
し
い
。
源
大
夫
の
「
大
夫
」
と
は

五
位
の
こ
と
で
、
源
氏
の
姓
を
名
乗
る
五
位

の
位
を
持
つ
人
で
あ
る
。
都
に
お
れ
ば
清
凉

殿
に
昇
る
こ
と
が
で
き
る
殿
上
人
。
源
大
夫

は
、
讃
岐
に
住
み
、
中
央
政
府
と
何
ら
か
の

繋
が
り
を
持
っ
て
お
り
、
お
そ
ら
く
教
養
・

品
格
共
に
備
わ
っ
た
、
立
派
な
人
物
で
あ
っ

た
に
相
違
な
い
。

と
も
あ
れ
、
讃
岐
の
国
の
〈
悪
人
〉
と
怖

れ
ら
れ
て
い
た
男
が
、
ひ
た
ぶ
る
に
仏
を

求
め
た
結
果
、
口
に
蓮
の
花
を
咲
か
せ
る

と
い
う
瑞
相
を
示
し
た
。
蓮
は
極
楽
世
界
に

咲
く
花
。
つ
ま
り
、
悪
人
で
あ
る
は
ず
の

源
大
夫
は
極
楽
世
界
に
生
ま
れ
か
わ
る
こ
と

が
で
き
た
の
だ
。
こ
の
話
は
、
人
々
の
共
感

を
得
た
ら
し
く
、
多
く
の
書
物
に
書
き
記
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
。『
今
昔
物
語
集
』
の
源

大
夫
説
話
に
取
材
し
た
の
が
、
芥
川
龍
之
介

の
戯
曲
「
往
生
絵
巻
」（
国
粋
、
大
正
十
年

四
月
）。『
今
昔
物
語
集
』
は
僧
に
刀
を
突
き

つ
け
て
、
自
分
の
頭
を
剃
ら
せ
る
な
ど
、
源

大
夫
の
激
し
く
、
異
常
な
出
家
の
描
写
が
際

立
つ
。
対
し
て
、
芥
川
の
作
品
は
、
源
大
夫

の
異
常
な
出
家
の
場
を
描
写
の
対
象
と
し
な

か
っ
た
た
め
、
さ
ほ
ど
感
動
が
伝
わ
っ
て
こ

な
い
。
悪
人
と
い
わ
れ
て
い
た
男
が
激
し
い

姿
で
出
家
し
、
そ
う
し
て
極
楽
世
界
に
生
ま

れ
か
わ
る
。
こ
こ
に
源
大
夫
説
話
の
感
動
の

理
由
が
あ
る
。
余
談
で
あ
る
が
、
往
生
と

は
、
弥
陀
往
生
（
阿
弥
陀
仏
の
い
る
国
に
往

生
す
る
）
願
望
の
立
場
で
言
え
ば
、
死
を
脱

却
し
て
、
極
楽
世
界
へ
往ゆ

き
、
そ
こ
に
生
ま

れ
か
わ
る
こ
と
で
あ
る
。
昔
は
、
極
楽
に
生

ま
れ
る
こ
と
な
ど
あ
り
得
る
こ
と
で
は
な

く
、
大
半
の
人
が
地
獄
へ
堕お

ち
る
と
考
え
ら

れ
て
い
た
。
江
戸
期
の
累
か
さ
ね

ヶが

淵ふ
ち

の
怪
談
で
有

名
な
『
死
霊
解
脱
物
語
聞
書
』
に
、
村
人
た

ち
が
、
悪
霊
と
な
っ
て
い
る
累
（
る
い
・
か

さ
ね
）
に
自
分
の
親
が
ど
こ
に
生
ま
れ
か

わ
っ
た
か
を
訊
く
場
面
が
あ
る
。
累
は
村
人

の
親
の
ほ
と
ん
ど
が
地
獄
に
堕
ち
た
こ
と
を

語
る
。

香
川
・
多
度
津
関
連
の
話
を
少
々
。
私
の

祖
先
は
白
石
藩
に
仕
え
て
い
た
が
、
私
は
北

海
道
の
深
川
と
い
う
町
に
生
ま
れ
た
。
深
川

の
隣
り
町
・
妹
背
牛
に
あ
る
西
明
寺
は
、
山

上
明
願
が
明
治
二
十
八
年
、
香
川
県
の
安
原

村
か
ら
屯
田
兵
と
し
て
渡
道
し
、
後
に
秩
父

別
の
善
性
寺
の
開
基
赤
松
淳
性
の
指
導
を
受

け
て
開
い
た
寺
で
あ
る
。
善
性
寺
は
、
赤
松

俊
（「
原
爆
の
図
」
の
画
家
・
丸
木
俊
子
）

が
生
ま
れ
た
寺
。
俊
の
父
は
祖
父
母
と
共
に

香
川
県
の
多
度
津
か
ら
出
て
納
内
（
現
在
の

深
川
市
納
内
）
で
過
ご
し
、
後
に
赤
松
家
の

養
子
と
な
り
、
そ
の
寺
の
娘
と
結
婚
し
て
俊

が
生
ま
れ
た
。
こ
の
あ
た
り
、
私
な
ど
に

は
、
香
川
と
北
海
道
と
の
縁
が
感
じ
ら
れ
、

感
慨
深
い
も
の
が
あ
る
。
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夕
飯
の
食
材
と
借
り
た
ビ
デ
オ
Ｄ
Ｖ
Ｄ

を
返
す
の
で
家
を
で
た
。

木
曜
日
は
旧
作
一
本
七
十
円
で
借
り
ら

れ
る
。
返
し
て
、
借
り
る
を
毎
週
く
り
返

し
て
い
る
。
多
く
て
五
本
、
た
い
て
い
は

三
本
ぐ
ら
い
借
り
て
い
る
。
Ｄ
Ｖ
Ｄ
ケ
ー

ス
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
や
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ

に
だ
ま
さ
れ
て
、
い
つ
も
腹
の
立
つ
く
だ

ら
ん
映
画
を
何
本
も
見
て
し
ま
っ
て
い
る
。

だ
っ
た
ら
、
借
り
な
け
れ
ば
良
い
の
だ

が
、
病
気
な
の
だ
。
木
曜
日
に
な
る
と
体

が
勝
手
に
動
き
だ
し
て
、
気
づ
い
た
ら
ビ

デ
オ
店
の
中
で
棚
の
Ｄ
Ｖ
Ｄ
を
物
色
し
て

い
る
。
さ
ら
に
最
近
は
三
十
分
ぐ
ら
い
見

て
い
る
う
ち
に
、
あ
れ
！　

し
ま
っ
た
、

こ
の
前
借
り
た
ヤ
ツ
で
は
な
い
か
と
気
づ

き
、
も
の
す
ご
い
大
損
害
に
あ
っ
た
気
に

な
る
。
三
回
、
同
じ
作
品
を
借
り
て
し

ま
っ
た
事
も
あ
っ
た
。
そ
れ
で
も
や
は
り

又
、
ビ
デ
オ
店
に
通
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

今
日
は
ス
ー
パ
ー
で
買
い
物
が
あ
る
の

で
、
ビ
デ
オ
店
の
表
の
ボ
ッ
ク
ス
の
中
に

借
り
た
Ｄ
Ｖ
Ｄ
を
放
り
込
ん
で
帰
り
に
寄

る
こ
と
に
し
て
、
ス
ー
パ
ー
へ
向
か
っ

た
。
坂
道
を
昇
る
と
、
古
風
な
沖
縄
ら
し

い
大
き
な
平
家
が
バ
ァ
ー
ン
と
現
わ
れ

る
。
そ
こ
は
十
字
路
に
な
っ
て
い
て
、
右

方
へ
降
り
る
と
そ
の
先
に
小
学
校
が
あ
る

は
ず
で
あ
る
。

そ
こ
か
ら
ラ
ン
ド
セ
ル
の
女
の
子
が
ニ

コ
ニ
コ
歩
い
て
く
る
。
私
に
笑
顔
で
“
コ

ン
ニ
チ
ワ
”
と
い
っ
た
。
私
も
挨
拶
を
返

す
。
え
ッ
！　

な
に
こ
の
子
、
び
っ
く
り

す
る
ほ
ど
、
と
て
も
可
愛
い
。
夢
か
幻

か
、
な
ん
て
可
愛
い
い
ん
だ
ろ
う
、
現
実

な
の
か
、
妖
精
か
。
な
ん
か
呆
然
と
見
惚

れ
て
固
ま
っ
て
い
る
私
の
前
を
そ
の
子
は

歩
い
て
ゆ
く
。
私
は
後
姿
が
見
え
な
く
な

る
ま
で
立
ち
つ
く
し
て
い
た
。
な
に
か
し

ら
、
と
て
も
幸
せ
な
気
分
に
な
っ
て
き
た
。

私
は
“
あ
り
が
と
う
”
と
声
に
し
て
、

ス
ー
パ
ー
の
方
へ
歩
き
始
め
る
。

妖
　
精	

佐　

川　

毅　

彦
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日
本
人
は
、
ピ
ン
ク
の
花
を
見
れ
ば
、
直
ぐ
何
と
か
桜
と
名
付
け

ま
す
。
芝
桜
に
、
ア
ッ
ツ
桜
、
桜
草
、
コ
ス
モ
ス
に
至
っ
て
は
秋
桜

と
書
い
て
コ
ス
モ
ス
と
読
ま
せ
る
。
ど
ん
だ
け
好
き
な
ん
で
し
ょ

う
。
秋
に
な
り
桜
の
こ
と
も
忘
れ
た
頃
ア
ッ
サ
ム
に
お
い
桜
が
店
頭

に
並
び
ま
す
。
以
前
は
、
珍
し
い
花
で
し
た
が
、
最
近
で
は
、
大
量

に
売
り
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
時
期
的
に
敬
老
の
日
に
送
る
一
押
し
の

花
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
ね
。

ア
ッ
サ
ム
に
お
い
桜
は
、
真
ん
丸
の
つ
ぼ
み
、
開
く
と
肉
厚
の
丸

み
の
あ
る
花
び
ら
で
、
花
が
房
の
よ
う
に
ま
る
く
ま
と
ま
っ
て
つ
く

の
で
、
桜
に
似
て
い
ま
す
。
と
て
も
可
愛
い
花
で
す
。
そ
し
て
ピ
ン

ク
色
な
わ
け
で
す
か
ら
人
気
者
に
な
る
の
は
、
必
然
的
で
す
。
に
お

い
桜
と
い
う
く
ら
い
で
す
か
ら
香
り
も
か
な
り
あ
り
ま
す
。
薔
薇
や

百
合
と
は
違
い
少
し
青
臭
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
よ
く
言
え
ば
薔
薇

や
百
合
が
成
人
女
性
か
熟
女
な
ら
少
女
の
よ
う
な
香
り
で
す
か
ね
。

花
言
葉
は
、
淑
や
か
な
と
か
優
美
な
と
か
清
純
な
心
と
な
っ
て
い
ま

し
た
。
原
産
地
は
、
イ
ン
ド
ア
ッ
サ
ム
地
方
、
ネ
パ
ー
ル
、
中
国
、

ヒ
マ
ラ
ヤ
に
分
布
し
て
い
る
多
年
草
の
短
日
植
物
で
す
。
寒
い
の

は
、
苦
手
の
よ
う
で
す
。
一
九
七
六
年
頃
、
日
本
に
き
た
ア
ッ
サ
ム

に
お
い
桜
は
、
今
で
は
、
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
可
愛
い
花
と
し
て
私
た
ち

を
癒
し
て
く
れ
て
い
ま
す
。

に
お
い
桜	

中　

西　

美　

子
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昨
今
の
特
異
な
ニ
ュ
ー
ス
を
望ぼ
う

見け
ん

し
て
い

る
と
、
人
間
に
は
幼
児
、
子
供
の
頃
の
経
過

の
仕
方
が
大
事
ら
し
い
と
つ
く
づ
く
思
っ
て

し
ま
う
。
誰
も
が
そ
の
年
代
の
影え
い
き
ょ
う
か

響
下
に
あ

る
の
で
は
と
。

世
の
中
は
刻
々
、
進
歩
し
つ
つ
あ
っ
て
あ

り
が
た
い
の
だ
が
、
人
間
に
関
す
る
認
識
に

於
い
て
も
そ
う
言
え
る
か
と
言
え
ば
、
言
葉

に
詰つ

ま
る
。

早
速
だ
が
、
或
る
月
刊
誌
は
か
つ
て
、

『
没
後
十
年
・
小
林
秀
雄
』
と
し
た
号
で
、

『
批
評
と
い
う
行
為
』
と
題
し
て
、
当
時
の

識し
き

者し
ゃ

の
対
談
を
掲
載
し
た
が
、
そ
こ
に
実
に

面
白
い
話
が
飛
び
交か

っ
て
い
る
の
で
、
そ
れ

を
ま
ず
借し
ゃ
く
よ
う用し
た
い
と
思
う
。

「
小
林
さ
ん
に
、『
美
を
求
め
る
心
』
と
い

う
エ
ッ
セ
イ
が
あ
っ
た
で
し
ょ
う
。
一
輪
の

菫す
み
れを

見
る
と
い
う
話
。
そ
し
て
菫
だ
と
自
ら

が
意
識
し
た
ら
、
も
う
そ
の
菫
は
見
え
て
な

い
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
お
ら
れ
る
。」

そ
の
エ
ッ
セ
イ
が
見
つ
か
ら
な
い
の
で
、

詳
細
は
承
知
し
な
い
が
、
小
林
の
本ほ
ん

意い

と
は

ま
っ
た
く
の
別べ
つ

事じ

が
話
題
の
中
心
に
来
て
い

る
。
今
回
、
こ
れ
を
借
り
る
の
は
、
小
林
と

い
う
先
人
に
こ
の
時
代
の
人
に
も
も
っ
と
関

心
を
持
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
思
い
か

ら
で
、
曲
解
の
事
例
を
紹
介
す
る
こ
と
も
、

逆
説
的
で
は
あ
る
が
意
味
が
あ
ろ
う
と
信
じ

て
の
こ
と
だ
。
対
談
は
そ
の
先
で
、
こ
こ
へ

と
行
き
着
く
。

「
意
識
す
る
と
見
え
な
く
な
る
と
い
う
け

れ
ど
も
、
自
分
で
菫
だ
と
気
づ
く
こ
と
が
正し
ょ
う

気き

な
の
で
あ
っ
て
、
菫
だ
と
気
づ
か
な
か
っ

た
ら
、
こ
れ
は
狂き
ょ
う
き気
で
す
ね
。」

す
る
と
対
話
者
も
、「
そ
う
で
す
よ
」
と

合あ
い
づ
ち槌

を
打
ち
、
大
団
円
を
迎
え
て
い
る
。

二
十
六
年
も
前
の
こ
と
で
、
世
の
中
も
人

間
そ
の
も
の
も
大
い
に
変
化
を
遂と

げ
て
い
る

こ
と
は
確
か
と
思
わ
れ
る
が
…
。
何
が
言
い

た
い
か
と
言
え
ば
、“
小
林
理
解
”
と
い
う

小し
ょ
う

径け
い

を
歩
む
た
め
に
は
、
ま
ず
、
尊
敬
の

念
が
大
事
、
こ
れ
を
叫
き
ょ
う

喚か
ん

し
た
い
の
だ
。

と
い
う
こ
と
で
、
小
林
の
『
私
の
人
生

観
』
か
ら
こ
こ
を
引
用
す
る
。

「
人
間
の
深
い
認
識
で
は
、
考
へ
る
事
と

見
る
事
と
が
同
じ
に
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
さ

う
い
う
身し
ん

心し
ん

相そ
う

応お
う

（
＝
原
文
通
り
）
し
た
認

識
に
達
す
る
為
に
は
、
又ま
た

、
身
心
相
応
し
た

工く
ふ
う夫
を
要
す
る
。
さ
う
い
ふ
工
夫
を
観か
ん

法ぽ
う

と

解
し
て
よ
か
ら
う
と
思
わ
れ
ま
す
。」

講
演
か
ら
起
し
た
文
章
で
あ
る
故ゆ
え

か
、
明

解
に
読
者
に
届
く
。
こ
の
少
し
先
に
は
同
じ

内
容
が
、
よ
り
具
体
化
さ
れ
て
小
林
の
「
生

き
る
流り
ゅ
う
ぎ儀

」（
＝
小
林
の
表
現
）
を
鮮
明
に

見
る
気
が
す
る
。

「
遂
に
視
力
と
い
ふ
も
の
が
、
そ
の
ま
ま

理
論
の
力
で
も
あ
り
思
想
の
力
で
も
あ
る
、

と
い
ふ
自
覚
に
到
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
筈は
ず

他
人
が
良
く
見
え
て
来
な
い
う
ち
は
…

志し　

村む
ら　

栄よ
し　

至の
り

（
評
論
家
）
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の
も
の
で
あ
る
。」

と
こ
ろ
が
、
小
林
を
曲
解
と
い
う
視
線
で

捉と
ら

え
る
人
は
、
過
去
に
は
多
か
っ
た
ら
し
い

の
だ
。
そ
の
典
型
と
覚お
ぼ

し
き
と
こ
ろ
が
、
前

述
の
対
談
の
こ
こ
だ
。

「
あ
れ
だ
け
の
大た
い

著ち
ょ

の
（
小
林
の
）
宣の
り

長な
が

論ろ
ん

の
中
に
、（
本
居
）
宣
長
の
思
想
の
客
観

的
な
構
造
に
対
す
る
説
明
も
な
け
れ
ば
、
日

本
文
学
史
の
中
に
占し

め
る
位
置
を
論
じ
て
い

る
部
分
も
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
は
じ
め

か
ら
、
そ
う
し
た
概が
い

念ね
ん

的て
き

方
法
を
考
え
る
こ

と
自
体
が
間
違
い
で
、（
中
略
）
自
分
は
む

し
ろ
そ
れ
を
退し
り
ぞけ

る
ん
だ
と
い
う
よ
う
な
こ

と
を
言
っ
て
い
る
（
以
下
略
）。」

誤
解
を
避
け
る
た
め
確
認
し
て
お
く
が
、

「
客
観
的
な
構
造
」「
文
学
史
の
中
に
占
め
る

位
置
」「
概
念
的
方
法
」
等と
う

々と
う

は
、
極
め
て

尊
い
視
点
で
あ
り
、
重
要
視
さ
れ
て
当
然
だ
。

と
こ
ろ
が
一い
っ
て
ん転

、
小
林
に
お
い
て
は
、
人

生
を
よ
り
良
く
生
き
る
た
め
の
諸も
ろ

々も
ろ

が
、
そ

れ
よ
り
さ
ら
に
上
位
に
意
識
さ
れ
る
。
こ
れ

を
ま
ず
、
心
に
お
さ
め
つ
つ
こ
の
人
の
著
作

に
接
す
る
必
要
が
あ
る
。

で
は
、
そ
れ
は
何
？　

と
な
り
、「
概
念

的
方
法
」
を
退
け
た
人
の
「
生
き
る
流
儀
」

と
は
？　

と
な
る
が
、
そ
れ
が
『
手て

帖ち
ょ
う』

に

出
て
来
る
。

「　

か
う
い
ふ
奇
妙
な
風
景
に
接
し
て
、

は
じ
め
て
他
人
と
い
ふ
も
の
が
自
分
を
映
し

て
く
れ
る
唯
一
の
歪ゆ
が

ん
で
ゐ
な
い
鏡
だ
と
合が

点て
ん

す
る
。
こ
の
作
業
は
見
た
処と
こ
ろ、

信
じ
難
い

様よ
う

だ
が
、
少
な
く
と
も
私
に
は
ほ
ん
た
う
の

事
で
あ
っ
た
。」

こ
れ
が
偶ぐ
う
ぜ
ん然

、
発
せ
ら
れ
た
文
言
で
は
な

い
こ
と
は
、
或
る
雑
誌
が
企
画
し
た
“
小
林

を
囲
む
座
談
会
”、『
歴
史
と
文
学
』
で
も
、

一
歩
、
踏
み
込
ん
で
こ
う
発
言
し
て
い
る
こ

と
か
ら
も
わ
か
る
。

「　

他
人
と
云
ふ
も
の
が
良
く
見
え
て
く

れ
ば
、
他
人
は
自
分
の
鏡
に
な
る
も
の
で
、

本
当
に
他
人
が
良
く
見
え
て
来
な
い
う
ち

は
、
他
人
は
他
人
だ
と
思
っ
た
り
、
そ
れ
か

ら
、
さ
う
い
ふ
他
人
に
対
し
て
、
自
分
が

色い
ろ
い
ろ々

、
言こ
と

募つ
の

ら
な
く
て
は
な
ら
ぬ
様や
う

な
、
さ

う
い
ふ
不
安
が
あ
る
ん
だ
。」

と
か
く
若
い
頃
に
は
、
抽
象
的
な
思し

念ね
ん

、

思
想
を
絶
対
視
し
て
、
そ
れ
を
心
に
抱い
だ

く
こ

と
が
人
間
を
作
り
上
げ
て
行
く
と
信
じ
易

い
。
と
こ
ろ
が
い
つ
の
日
か
、
小
林
を
頼
っ

て
生
き
て
み
る
と
、
そ
れ
と
は
ま
っ
た
く
の

別
事
が
大
事
と
思
え
て
世
界
が
一
変
す
る
。

こ
ん
な
仮か

想そ
う

を
し
て
み
る
。
只た
だ

今い
ま

、
或
る

種
の
不ふ
じ
ゅ
う
そ
く
か
ん

充
足
感
を
感
じ
つ
つ
日
々
を
生
き
て

い
る
と
す
る
。
や
が
て
そ
の
遠え
ん
い
ん因

を
、
幼
少

時
の
家
族
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
不

足
と
突
き
と
め
た
と
す
る
。
し
か
し
、
さ

て
、
ど
ん
な
手
を
打
つ
べ
き
か
…
こ
の
際さ
い

の

時
の
流
れ
く
ら
い
、
生
き
る
こ
と
の
深
刻
さ

を
身
に
し
み
て
感
じ
さ
せ
る
こ
と
は
他
に
な

い
。
し
か
し
、
そ
れ
が
尊
い
経
験
と
し
て
生

き
て
、
我
が
身
を
助
け
る
瞬と

間き

は
や
っ
て
来

る
か
ら
、
人
生
は
捨
て
た
も
の
で
は
な
い
。

「
他
人
が
良
く
見
え
て
来
な
い
う
ち
は

云
々
」
と
書
い
た
人
の
胸
の
内
を
察
知
し
た

と
思
え
た
時
か
ら
、
日
々
、
テ
レ
ビ
で
見
る

父
親
、
母
親
と
幼
児
・
子
供
の
交
歓
の
シ
ー

ン
が
、
こ
の
世
の
宝
の
よ
う
に
尊
く
見
え

て
、
先せ
ん

人じ
ん

の
凄す
ご

さ
に
驚
く
。

己お
の

れ
の
「
視
力
」
が
「
観
法
」
へ
と
昇
し
ょ
う

華か

を
遂
げ
た
か
、
と
す
ら
感
じ
て
し
ま
う
の
は

こ
ん
な
時
だ
。
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名
古
屋
方
面
に
向
か
う
Ｊ
Ｒ
中
央
本
線
午

後
の
便
は
普
段
あ
ま
り
混
ま
な
い
の
で
す

が
、
晩
春
の
週
末
の
こ
の
日
は
空
席
が
少
な

く
、
吟
行
帰
り
の
句
会
仲
間
四
人
が
無
事
に

座
れ
た
こ
と
を
喜
び
合
い
ま
し
た
。

乗
車
駅
は
恵
那
、
下
車
駅
は
中
間
に
四

駅
、
約
三
十
分
先
の
多
治
見
。
共
に
美
濃

（
岐
阜
県
）
の
駅
で
す
。
ほ
ど
な
く
動
き
出

し
た
電
車
の
車
窓
に
目
を
や
り
、
汗
ば
ん
だ

首
筋
を
ハ
ン
カ
チ
で
拭
き
な
が
ら
、
膝
に
載

せ
た
土
産
入
り
の
紙
袋
を
置
き
直
し
ま
し
た
。

〈
待
て
よ
…
…
。
何
か
足
ら
な
い
ぞ
〉

紙
袋
は
い
ま
恵
那
駅
前
の
和
菓
子
屋
で

買
っ
て
き
た
栗
き
ん
と
ん
と
栗
羊
羹
が
入
っ

て
お
り
、
切
符
を
買
う
際
財
布
を
取
り
出
し

た
シ
ョ
ル
ダ
ー
バ
ッ
グ
も
ち
ゃ
ん
と
肩
に
掛

け
た
ま
ま
で
す
。

「
あ
っ
」

わ
た
し
は
思
わ
ず
大
声
を
出
し
て
し
ま
い

ま
し
た
。

革
鞄
が
な
い
の
で
す
。

入
っ
て
い
る
の
は
歳
時
記
と
句
作
ノ
ー
ト

そ
し
て
筆
記
用
具
と
電
子
辞
書
だ
け
。
し
か

し
、
三
十
年
以
上
使
っ
て
い
る
大
事
な
愛
用

の
鞄
で
す
。
ど
こ
に
置
き
忘
れ
て
き
た
の
か

覚
え
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
と
も
か
く
見
当
た

ら
な
い
の
で
す
。

わ
た
し
は
顔
色
を
変
え
て
、
句
会
仲
間
に

自
分
の
失
態
を
明
か
し
ま
し
た
。

「
土
産
を
買
っ
た
菓
子
屋
で
も
句
会
を
開

い
た
料
理
屋
で
も
、
思
い
当
た
る
先
に
電
話

を
し
て
み
た
ら
…
…
」
と
仲
間
の
Ａ
さ
ん
。

走
行
中
の
電
車
の
中
で
す
が
、
仲
間
も
わ
た

し
も
携
帯
電
話
を
持
っ
て
い
ま
す
。

「
い
や
、
電
話
で
は
埒
が
あ
か
な
い
も
ん

で
す
よ
。
次
の
駅
で
降
り
て
、
恵
那
ま
で
引

き
返
す
ほ
う
が
い
い
」
と
言
う
の
は
Ｂ
さ

ん
。
大
都
市
の
乗
り
物
と
違
い
、
地
方
の
電

車
は
本
数
が
限
ら
れ
て
お
り
、
引
き
返
す
と

言
っ
て
も
簡
単
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

迷
う
わ
た
し
の
耳
に
「
次
の
駅
で
降
り
て

引
き
返
す
場
合
の
恵
那
方
面
の
電
車
の
待
ち

明
智
光
秀
の
里
で

高　

橋　

和　

島

（
作
家
・
郷
土
史
家
）
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時
間
は
二
十
分
ほ
ど
で
す
よ
」
と
い
う
女
性

の
声
。
斜
め
向
か
い
の
座
席
に
座
っ
た
四
十

代
と
お
ぼ
し
き
婦
人
が
、
こ
れ
で
調
べ
た
の

よ
と
言
わ
ん
ば
か
り
に
、
携
帯
電
話
を
ひ
ら

ひ
ら
さ
せ
て
い
ま
す
。
見
ず
知
ら
ず
の
女
性

で
し
た
が
、
大
騒
ぎ
し
て
い
る
わ
れ
わ
れ
を

助
け
よ
う
と
し
て
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
時
刻

表
を
調
べ
て
く
れ
た
の
で
す
。

な
ん
と
も
嬉
し
い
助
勢
。
好
意
を
無
駄
に

せ
ず
、
わ
た
し
は
途
中
下
車
し
、
恵
那
の
駅

へ
引
き
返
し
ま
し
た
。
む
ろ
ん
、
こ
の
間
、

無
為
に
過
ご
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
料
理
屋

と
菓
子
屋
に
電
話
を
し
、
鞄
の
置
き
忘
れ
は

な
い
か
と
訊
ね
ま
し
た
。

い
ず
れ
の
先
も
「
あ
り
ま
せ
ん
」
―
―
。

恵
那
駅
に
着
い
た
と
き
の
わ
た
し
は
肩
を
落

と
し
、
悄
然
と
し
て
い
ま
し
た
。

駅
員
に
切
符
を
見
せ
、
置
き
忘
れ
を
し
た

の
で
引
き
返
し
て
き
た
と
説
明
す
る
と
、
そ

れ
は
何
で
、
ど
ん
な
形
、
色
。
中
に
入
っ
て

い
る
も
の
は
…
…
と
矢
継
ぎ
早
に
訊
く
。
か

く
か
く
の
品
で
す
と
答
え
る
と
、
頷
い
た
駅

員
は
奥
に
引
っ
込
み
、
わ
た
し
の
鞄
を
手
に

戻
っ
て
き
た
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
電
車
通

学
の
高
校
生
か
ら
待
合
室
の
置
き
忘
れ
遺
失

物
と
し
て
届
け
出
が
あ
っ
た
と
い
う
の
で
す
。

嬉
し
さ
の
あ
ま
り
駅
員
に
ハ
グ
し
そ
う
に

な
っ
た
わ
た
し
は
早
速
、
心
配
し
て
い
る
は

ず
の
句
会
仲
間
に
電
話
。
喜
ん
で
く
れ
た
応

答
の
中
に
「
さ
す
が
光
秀
の
里
だ
ね
」
と
い

う
の
が
あ
り
ま
し
た
。

来
年
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
「
麒
麟
が
く

る
」
の
主
人
公
明
智
光
秀
の
生
誕
地
は
諸
説

あ
り
、
美
濃
（
岐
阜
県
）
の
恵
那
市
、
可
児

市
、
大
垣
市
も
あ
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
明
智

の
家
紋
桔き

梗き
ょ
うは
美
濃
源
氏
土
岐
氏
の
家
紋
で

あ
り
、
彼
が
土
岐
一
族
の
流
れ
を
汲
む
こ
と

は
間
違
い
な
い
の
で
、
わ
た
し
は
こ
の
三
市

の
い
ず
れ
か
が
生
誕
地
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い

ま
す
。

恵
那
で
開
か
れ
た
今
回
の
吟
行
で
は
当

然
、
こ
れ
が
話
題
に
な
り
、
光
秀
像
を
あ
ー

だ
こ
ー
だ
と
や
っ
て
き
た
ば
か
り
で
し
た
。

そ
の
せ
い
で
出
て
き
た
言
葉
の
よ
う
で
し
た

が
、
何
が
「
さ
す
が
…
…
」
な
の
か
は
、

言
っ
た
本
人
に
ま
だ
確
か
め
て
い
ま
せ
ん
。

Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
の
影
響
力
は
大
変
な

も
の
で
す
か
ら
、
ど
の
町
も
「
光
秀
ゆ
か
り

の
地
」
の
看
板
を
下
ろ
す
気
は
な
く
、
観
光

客
目
当
て
の
土
産
物
づ
く
り
も
始
ま
っ
て
い

ま
す
。
例
え
ば
江
戸
時
代
の
国
学
者
塙
己
一

著
「
続
群
書
類
従
」
の
明
智
系
図
や
ら
、

「
明
智
氏
一
族
宮
城
家
相
伝
系
図
」
や
ら
を

持
ち
出
し
て
、
わ
が
町
こ
そ
生
誕
地
と
主
張

す
る
大
垣
市
は
弁
当
、
パ
ン
、
生
菓
子
の
三

品
を
、
明
智
の
名
を
冠
し
た
歴
史
あ
る
町
を

擁
す
る
恵
那
市
は
う
ど
ん
を
い
う
具
合
に
、

光
秀
に
ち
な
ん
だ
土
産
物
を
開
発
し
、
売
り

出
し
て
い
ま
す
。

生
誕
地
論
争
の
軍
配
は
歴
史
学
者
の
偉
い

先
生
方
に
お
ま
か
せ
し
、
今
の
わ
た
し
は
無

条
件
で
恵
那
市
に
肩
入
れ
す
る
こ
と
に
し
て

い
ま
す
。
中
山
道
美
濃
路
の
宿
場
だ
っ
た
面

影
を
残
す
情
趣
あ
る
町
。
日
本
百
名
山
の
一

つ
恵
那
山
の
緑
と
名
水
に
恵
ま
れ
、
老
舗

の
店
で
食
べ
た
料
理
も
三
重
丸
だ
っ
た
町

…
…
。
時
刻
表
を
調
べ
て
く
れ
た
婦
人
、
鞄

を
届
け
て
く
れ
た
高
校
生
、
わ
が
事
の
よ
う

に
一
緒
に
喜
ん
で
く
れ
た
駅
員
―
―
。
な
に

も
か
も
が
「
さ
す
が
光
秀
の
里
」
だ
か
ら
で

す
。


