
り
、「
日
々
に
江
湖
に

い
う
こ
と
を
挙
げ
た

い
る
。字

を
列
ね
て
辞

り
出
で
ざ
ら
ん

一
、

日
露
戦
争
開
戦
か

『
読
売
新
聞
』
で
連

２
・

）
を
一
時
休

「
出
廬
」）（
明

・
３

の
理
由
と
し
て
今
後

字
」（「『
天
う
つ
浪
』

〈
煩

示
さ
ん
こ
と
ハ
予
の
最
も
胸
苦
し
く

上
で
、「
出
廬
」
の
連
載
に
つ
い
て
次

を
な
し
、
辞
を
累
ね
て
文
を
な
す
も
の

。（
略
）
さ
れ
ど
皆
こ
れ
自
ら
娯
め
る

幸
田
露
伴
「
心
の
あ
と

出
廬
」

ら
約
一
ヵ
月
を
経
た
明
治
三
十
七
年
三

載
中
の
小
説
「
天
う
つ
浪
」（
明

・

載
し
、
代
わ
り
に
新
体
詩
「
心
の
あ

・

・

）
の
連
載
を
開
始
し

の
描
写
部
分
が
「
比
較
的
に
甚
だ
媚

愛
読
者
諸
君
に
」『
読
売
新
聞
』
明

悶
、
格
闘

す
る
「
詩

｜
｜
日
露
戦
争
前
後
の
「
詩
」感

ず
る
」（
同
）
と

の
よ
う
に
述
べ
て

、
い
づ
れ
か
心
よ

も
の
に
し
て
人
に

つ
ま
り
、

っ
た
詩
も
戦

に
の
み
関
」

く
は
な
い
だ

る
最
も
相
応

の
位
置
づ
け

月
、
幸
田
露
伴
は

９
・

明

・

と

出
廬
」（
以
下

た
。
露
伴
は
休
載

か
し
き
一
段
の
文

・
３
・
１
）
と
な

り
。
今

が
心
も

な
れ
ば

と
も
怪

て
、
我

憤
ら
ん

し
が
き

人
」
た
ち

及
び
「
詩
人
」
の
考
察
｜
｜

示
す
べ

四

普
段
は
「
示
す
べ
き
」
で
は
な
い
「
我

争
と
い
う
非
常
事
態
で
は
「
我
が
心
も

わ
っ
て
浮
き
沈
み
し
て
い
な
い
の
で

ろ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は

し
い
虚
構
と
し
て
、
詩
と
い
う
形
式

歳
は
い
と
恐
し
き
戦
起
り
て
世
の
あ
り

徒
に
我
が
身
の
上
の
私
情
に
の
み
関
り

、
我
が
拙
き
心
の
あ
と
も
、
お
の
づ
か

し
う
は
あ
る
ま
じ
と
思
ひ
て
、
は
じ
め

は
我
が
心
の
之
く
が
ま
ゝ
、
泣
か
ん
と

と
欲
す
る
と
こ
ろ
に
憤
ら
ん
と
は
す
る

」『
読
売
新
聞
』
明

・
３
・

）（
傍

西

川

き
際
の
も
の
な
ら
ね
ば
、
世
に
公
に
し

〇
九

が
拙
き
心
の
あ
と
」
を
綴

徒
に
我
が
身
の
上
の
私
情

「
公
に
」
し
て
も
「
怪
し
」

、
こ
の
時
期
、
胸
中
を
語

が
選
ば
れ
た
こ
と
を
意
味

さ
ま
も
た
ゞ
な
ら
ず
、
我

て
動
き
も
沈
み
も
せ
ざ
る

ら
人
に
視
し
世
に
公
に
す

て
世
に
出
さ
ん
心
構
を
も

欲
す
る
と
こ
ろ
に
泣
き
、

な
り
。（「
心
の
あ
と

は

線
引
用
者
）

貴

子

た
る
は
殆
ど
無
く
て
止
め



の
変
遷
と
も
い
う
べ

累
す
る
と
こ
ろ
と
な

て
盛
り
込
ま
れ
て
い

最
初
の
中
断
前
の

に
決
め
、
生
活
し
て

一
篇
、
第
二
篇
に
相

４
・

）
が
掲
載
さ

戦
死
者
を
悼
む
よ
う

経
た
の
ち
完
結
し
て

・
１
・
１
）
の
「

を
い
ひ
、
第
二
篇
は

ぶ
も
ま
た
終
に
実
在

に
於
て
、
詩
と
世
と

き
を
詠
じ
た
り
」
と

〈
煩
悶
、

し
て
い
る
と
い
え
る

た
だ
し
、
連
載
前

よ
り
て
、
玲
瓏
た
る

『
読
売
新
聞
』
明

・

内
容
は
決
し
て
当
時

な
、
戦
争
を
直
接
題

き
も
の
で
、
戦
争
は
「
空
想
に
遊
ぶ
も

る
を
免
れ
ざ
る
」
こ
と
を
気
づ
か
せ
る

る
の
で
あ
る
。

、「
詩
人
」
が
世
間
か
ら
切
り
離
さ
れ

い
る
と
こ
ろ
戦
闘
の
歌
が
聞
こ
え
て
く

当
す
る
前
半
部
分
（
一

二
十
三
）

れ
る
と
、
こ
の
詩
は
「
思
想
は
、
か
く

な
も
の
で
も
な
か
っ
た
。
こ
の
長
詩
は

お
り
、
そ
の
内
容
も
初
刊
本
『
出
廬

引
」
に
あ
る
よ
う
に
、「
第
一
篇
は
世

詩
の
愛
す
可
き
を
叙
し
、
第
三
篇
に
至

の
累
す
る
と
こ
ろ
と
な
る
を
免
れ
ざ
る

共
に
悦
び
愛
す
べ
く
、
実
在
と
空
想
と

ま
と
め
ら
れ
る
。
い
わ
ば
一
人
の
「
詩

格
闘

す
る
「
詩
人
」
た
ち

。「
露
伴
氏
が
戦
時
に
於
け
る
感
興
を
、

美
文
と
化
せ
し
め
た
」「
戦
争
文
学
の

３
・
２
）
と
宣
伝
さ
れ
て
は
い
た
も

多
く
書
か
れ
て
い
た
所
謂
「
戦
争
文
学

材
と
し
た
も
の
で
も
、
戦
争
を
称
え
る

ま
た
終
に
実
在
の

一
つ
の
契
機
と
し

た
廬
に
籠
る
こ
と

る
と
い
う
初
版
第

（
明

・
３
・

べ
つ
深
淵
且
つ
新

到
達
し
得
た

半
部
分
は
同

し
か
し
「

し
た
前
半
部

も
こ
の
時
点

は
い
る
も
の

女
蝸
氏
の
伝

、
数
度
の
中
断
を

』（
春
陽
堂
、
明

の
悦
ぶ
に
足
ら
ぬ

つ
て
、
空
想
に
遊

を
述
べ
、
第
四
篇

相
即
き
相
容
る
べ

人
」
の
「
思
想
」

明

・
５
・

詩
の
〈
煩
悶

や
は
り
「
世

者
」
で
あ
る

で
「
同
情
と

す
）」『
白
百

に
、
世
間
か

そ
の
錦
心

腸
に

上
乗
」（「
社
告
」

の
の
、「
出
廬
」
の

」
と
い
え
る
よ
う

も
の
、
あ
る
い
は

奇
と
は
せ
さ

「
絶
妙
」（
大

１
）
な
も
の

学
を
歌
は
ん

５
、
明

・

に
渾
融
」
し

「
人
生
観
」
や
「
悟
達
」
を
歌
っ
た
詩

時
代
で
評
価
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か

出
廬
」
全
体
を
読
み
返
せ
ば
明
ら
か
な

分
の
「
詩
人
」
の
「
人
生
観
」
は
最
終

で
は
、
現
世
が
い
か
に
厭
う
べ
き
も
の

の
、
主
人
公
の
「
詩
人
」
は
決
し
て

説
な
ど
を
引
用
し
、「
う
つ
し
世

い

）
歌
と
い
う
よ
う
に
賞
賛
さ
れ
た
。

が
「
深
大
」「
沈
痛
」
で
は
な
い
と

界
的
煩
悶
の
大
潮
に
漂
」
っ
て
「
悟
達

「
作
者
」
が
「
人
生
の
煩
悶
と
要
求
と

敬
意
を
表
す
る
」（「
詩
界
小
言
（
露

合
』
１
｜
９
、
明

・
７
・
１
）
と
評

ら
隔
絶
さ
れ
た
「
想
」（「
詩
」）
の
世 四

れ
ど
も
」、「
厭
世
の
極
」
に
「
永
住

町
桂
月
「
近
時
文
壇
の
偉
観
」『
太
陽

や
、
あ
る
い
は
「
雄
渾
清
園
の
想
」
を

と
す
る
」（
後
藤
宙
外
「
始
め
て
国
詩

５
・
１
）
も
の
、「
あ
ら
ゆ
る
万
象
を

た
「
人
の
肺
腑
に
入
る
」（
角
田
剣
南

と
し
て
、「
出
廬
」
の
前

る
だ
ろ
う
。

通
り
、
同
時
代
評
が
賞
賛

的
に
は
覆
さ
れ
る
。
し
か

か
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て

〈
煩
悶

な
ど
し
て
い
な
い
。

ふ
に
足
ら
ず
」「
う
つ
し
身

ま
た
綱
島
梁
川
は
、
こ
の

批
判
し
な
が
ら
、
し
か
し

の
岸
に
上
れ
る
健
闘
の
勇

に
詩
筆
を
著
け
た
」
も
の

伴
子
の
『
出
廬
』
を
短
評

価
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う

界
で
生
き
る
「
詩
人
」
が

一
〇

の
域
を
文
芸
に
求
む
る
」

』

｜
８
、
明

・
６
・

有
し
た
「
自
家
の
人
生
哲

に
接
す
」『
新
小
説
』
９
｜

以
て
自
家
人
生
観
の
理
趣

「
風
頭
語
」『
読
売
新
聞
』



「
日
露
戦

容
に
つ
い
て
は
ほ
と

で
は
、
こ
の
よ
う

に
対
す
る
同
時
代
の

稿
で
は
同
時
代
の
「

て
、
こ
の
時
期
ど
の

「
影
」）
の
世
界
と
「

様
子
が
具
体
的
に
書

と
に
は
全
く
触
れ
て

の
融
合
せ
る
芸
術
の

苦
味
酸
味
に
眉
を
よ

３
、
明

・
３
・

春
陽
堂
、
明

・

否
定
し
て
い
る
よ
う

に
全
く
疑
わ
れ
て
い

に
書
か
れ
て
い
な
い

の
評
価
軸
と
す
る
こ

妙
な
こ
と
に
、
再
開

（
明

・
６
・
７

絶
さ
れ
た
廬
の
世
界

い
ふ
に
足
ら
ず
」
と

争
と
近
代
の
記
憶
」

ん
ど
注
意
が
払
わ
れ
な
く
な
っ
て
い
く

な
中
断
前
（
一

二
十
三
）
と
完
成
後

反
応
の
違
い
は
、
一
体
何
を
意
味
す
る

出
廬
」
に
対
す
る
評
価
の
変
化
を
一
つ

よ
う
な
形
で
「
詩
」
や
「
詩
人
」
が
表

実
」（「
形
」）
の
世
界
の
狭
間
で
ま
さ

か
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
時

い
な
い
。
そ
し
て
作
品
完
結
後
に
は
、

間
域
に
楽
し
む
を
得
ず
、
冷
刻
な
る
理

す
る
如
き
」「
説
明
的
」「
散
文
的
」（

）
な
も
の
と
し
て
批
判
さ
れ
、『
出
廬

・
９
）
と
い
う
注
釈
本
こ
そ
出
る
が
、

に
、「
想
」（「
詩
」）
の
世
界
へ
向
か
う

な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
〈
煩
悶

以
上
、〈
煩
悶
が
深
大
か
ど
う
か

と

と
自
体
、
実
は
お
か
し
な
も
の
な
の
で

後
、
引
き
続
き
書
か
れ
た
部
分
（
二

・

）
で
は
、「
詩
人
」
が
戦
争
を
契

に
籠
も
る
あ
り
方
自
体
に
悩
む
と
い

い
う
語
を
再
三
繰
り
返
し
な
が
ら
、「

の
で
あ
る
。

と
で
の
「
出
廬
」

の
だ
ろ
う
か
。
本

の
手
掛
か
り
と
し

象
さ
れ
、
そ
し
て

を
、
ま
た
そ

を
期
待
し
て

人
」
を
め
ぐ

テ
や
ワ
グ
ネ

を
、「
分
析
解

に
〈
煩
悶

す
る

代
評
は
、
そ
の
こ

こ
の
詩
は
「
情
意

智
の
境
に
迷
う
て

『
帝
国
文
学
』

｜

抄
注
』（
神
谷
鶴
伴
、

詩
の
具
体
的
な
内

と
共
に
悩
み

は
ん
と
す
る

べ
を
奏
で
つ

報
）」『
帝
国

こ
こ
で
雑

へ
る
」
現
実

を
慰
め
、
煩

こ
と
は
「
詩
人
」

自
体
が
作
品
内

い
う
こ
と
を
作
品

あ
る
。
し
か
も
奇

十
四

四
十
九
）

機
に
現
実
か
ら
隔

う
、「
想
」（「
詩
」

み
た
い
と
思

義
人
の
声

文
明
の
爛
熟

星
の
如
く
地

る
の
声
、
世

現
世
」（「
実
」）
を

そ
れ
が
ど
の

四

う
し
た
「
詩
人
」
に
よ
る
「
神
々
し
き

い
る
の
だ
が
、
こ
う
し
た
要
求
は
こ

る
言
説
に
共
通
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

ル
、
ニ
ー
チ
ェ
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
エ

剖
の
科
学
々
術
の
み
に
よ
つ
て
行
く

、
輿
衆
と
共
に
煩
ひ
、
悩
め
る
も
の
を

も
の
は
な
き
か
。
記
せ
よ
。
ま
さ
に
こ

べ
き
時
。（
略
）
我
か
国
民
の
詩
人

文
学
』
９
｜

、
明

・

・

）

報
記
者
は
、「
心
霊
の
文
明
の
爛
熟
に

の
中
で
「
輿
衆
と
共
に
悩
み
、
輿
衆
と

へ
る
も
の
を
拯
は
ん
と
す
る
も
の
」
と

う
。二

、
生
成
さ
れ
る
〈
煩
悶
、
格
闘

、
詩
人
の
琴
を
待
つ
の
時
、
世
の
光
、

に
酔
ひ
、
物
質
の
虚
栄
に
迷
へ
る
間
に

上
に
堕
ち
ぬ
。（
略
）
新
し
き
生
命
と

に
満
つ
る
時
、
一
人
の
温
き
同
情
と
、

よ
う
に
流
通
し
機
能
し
て
い
っ
た
の
か

一
一

し
ら
べ
」
と
し
て
、「
詩
」

の
時
期
の
「
詩
」
や
「
詩

例
え
ば
金
子
馬
治
は
ゲ
ー

ル
な
ど
の
「
独
逸
詩
人
」

」
か
、
あ
る
い
は
「
物
欲

慰
め
、
煩
へ
る
も
の
を
拯

れ
詩
人
の
神
々
し
き
し
ら

よ
。（「
国
民
的
詩
人
（
雑

酔
ひ
、
物
質
の
虚
栄
に
迷

共
に
煩
ひ
、
悩
め
る
も
の

し
て
、「
国
民
の
詩
人
」

す
る
「
詩
人
」
像

世
の
鹽
た
る
べ
き
心
霊
の

、
こ
の
心
、
粉
と
し
て
流

、
鮮
な
る
活
気
を
渇
仰
す

清
き
信
念
を
以
て
、
輿
衆

、
と
い
う
こ
と
を
考
え
て



会
学
上
よ
り
見
た
る

と
し
て
憧
憬
さ
れ
て

中
を
救
う
者
と
し
て

よ
う
な
形
で
現
実
の

る
あ
り
方
自
体
は
、

の
詩
人
」（『
国
民
之

何
も
こ
の
時
期
に
限

全
』
を
望
ん
で
何

」（
同
）
し

「
詩
人
と
宗
教
家
」
の

（『
文
芸
界
』
１
｜
３

こ
の
よ
う
に
、
論

「
近
代
科
学
文
明
」
の

れ
自
体
「
広
大
な
る

〈
煩
悶
、

の
み
に
駆
ら
れ
て
い

「
勇
ま
し
い
精
進
の
気

真
生
命
を
進
歩
さ
せ

る
（「
独
逸
詩
人
に

「
意
ふ
に
詩
と
神
と

・
９
・
１
）
と
、

詩
の
原
理
」『
帝
国
文
学
』
９
｜
４
、

お
り
、
ま
た
「
詩
人
」
は
そ
う
し
た
言

、
こ
の
時
期
概
ね
期
待
さ
れ
て
い
た
。

世
界
に
「
救
い
」
を
齎
す
「
詩
」
や

す
で
に
明
治
二
十
年
代
の
初
め
に
、
徳

友
』

、
明

・
８
・

）
な
ど
で
も

っ
た
新
し
い
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し

処
ま
で
も
向
上
」
し
、
「
何
処
ま

て
「
理
性
の
同
感
以
上
に
超
す
る
悲

姿
に
「
勇
士
の
姿
」
を
重
ね
て
い
る

、
明

・
５
・

）。

者
に
よ
っ
て
多
少
の
差
異
は
あ
る
も

「
欠
陥
と
破
綻
と
苦
悶
」
か
ら
社
会

真
実
と
高
尚
な
る
目
的
を
有
す
」
る
も

格
闘

す
る
「
詩
人
」
た
ち

る
」「
現
実
世
界
の
不
調
和
に
対
す
る

風
」
を
持
っ
て
、「
精
神
的
に
国
民
を

」
よ
う
と
し
た
理
想
的
な
「
詩
人
」
と

就
て
（
上
、
下
）」『
新
小
説
』
明

・

、
大
源
一
也
。」（「
一
家
言
」『
明
星

「
詩
」
と
「
宗
教
」
の
同
質
性
を
説
く

明

・
４
・

）

葉
を
発
し
、
世
の

も
ち
ろ
ん
、
こ
の

「
詩
人
」
を
期
待
す

冨
蘇
峰
「
新
日
本

示
さ
れ
て
お
り
、

「
宇
宙
の
美
妙
」

闘

自
体
に

か
ら
だ
と
い

奮
闘
」
よ
り

「
序
文
」『
透

想
起
さ
れ
、

行
雄
が
推
測

ィ
ジ
ョ
ン
」

で
も

哀
」
に
「
泣
く
」

（「
悲
哀
の
高
調
」

の
の
、「
詩
」
は

を
救
出
す
る
、
そ

の
（
十
時
彌
「
社

理
想
的
な
「

「
詩
人
」
を
捉

時
代
評
が
、

「
詩
人
」
の
歌

末
、
理
想
的

い
た
の
も
、

闘

す
る
「

不
満
」
の
中
で
、

高
尚
に
し
国
民
の

し
て
想
起
し
て
い

７
・
８
）。
ま
た

』
寅
歳
｜
９
、
明

綱
島
梁
川
は
「『
完

を
探
り
、「
吸

述
べ
る
蘇
峰

た
す
機
能
的

そ
れ
に
対

的
詩
人
」）、

「

普
遍
的
な
価
値
（「
美
」）
を
見
出
す
あ

え
る
。
お
そ
ら
く
「
硝
煙
弾
雨
の
間
に

も
「
悲
壮
」
な
「
苦
戦
」
を
し
た
「
想

谷
全
集
』
博
文
館
、
明

・

・
９
）

『
透
谷
全
集
』
が
こ
の
時
期
に
再
刊
さ

す
る
よ
う
に
「〈『
ハ
ア
ト
の
事
』
以
上

を
持
っ
て
い
た
「
詩
」
を
「
弱
弱
し
い

想
」
の
世
界
に
至
る
た
め
に
〈
煩
悶
、

え
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
先
述
し

「
現
世
」
を
否
定
し
「
想
」（「
詩
」）
の

（
一

二
十
三
）
に
の
み
焦
点
を
あ

な
境
地
に
到
達
し
た
「
詩
人
」
の
「
人

現
実
を
超
越
し
た
「
想
」
の
世
界
に

詩
人
」
が
一
つ
の
理
想
像
と
し
て
流 四

収
し
て
人
類
に
分
配
す
る
は
即
ち
詩

に
と
っ
て
、「
詩
人
」
と
は
あ
く
ま
で

な
存
在
と
し
て
し
か
捉
え
ら
れ
て
い
な

し
て
、
こ
の
時
期
の
論
者
達
は
「
共
に

「
勇
ま
し
い
精
進
」
（「
独
逸
詩
人

」（「
悲
哀
の
高
調
」）
す
る
「

り
方
が
共
有
さ
れ
て
い
た

残
塁
を
死
守
す
る
勇
士
の

界
の
戦
士
」（
戸
川
秋
骨

と
し
て
北
村
透
谷
が
再
び

れ
た
こ
と
も
、
ま
た
赤
塚

の
も
の
」
と
い
う
「
ヴ

〈
恋
の
歌
」
に
よ
っ
て

格
闘

す
る
存
在
と
し
て

た
よ
う
に
、「
出
廬
」
の
同

世
界
を
安
住
の
場
と
し
た

て
、
そ
こ
に
〈
煩
悶

の

生
観
」
を
見
よ
う
と
し
て

到
る
ま
で
に
〈
煩
悶
、
格

通
し
、
そ
の
〈
煩
悶
、
格

一
二

人
の
職
分
な
り
」（
同
）
と

も
一
つ
の
「
職
分
」
を
果

い
。

悩
み
共
に
煩
ひ
」（「
国
民

に
就
て
」）
を
持
っ
て

詩
人
」
の
姿
を
強
調
し
、



「
日
露
戦

を
失
ひ
、
郷
党
を
さ

７
・

）
っ
た
た
め

実
を
超
越
し
た
場
（

な
わ
ち
「
苦
痛
と
煩

（
齋
藤
野
の
人
「
最
大

で
き
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
「
詩
人
」

の
言
説
で
は
目
指
す

反
措
定
と
し
て
捉
え

法
鏡
に
宿
り
た
る
大

学
』

｜
４
、
明

ま
た
、
そ
の
〈
煩
悶

派
の
詩
人
達
に
無
視

の
詩
歌
』
学

書
林

慰
藉
と
、
其
の
慰
藉

「
牧
歌
」
と
い
う
意
味

か
」『
帝
国
文
学
』
９

の
時
期
評
価
さ
れ
る

闘

す
る
「
詩
人
」

「〈
単
な
る
『
ハ
ア
ト

争
と
近
代
の
記
憶
」

へ
失
」（
橋
本
忠
夫
『
詩
人
ハ
イ
ネ
』

の
も
の
な
ど
様
々
で
あ
っ
た
と
し
て
も

「
真
の
ビ
ミ
ニ
島
」
同
）
へ
行
き
つ
く

悶
を
離
脱
せ
む
は
、
こ
れ
実
に
吾
等
の

の
悲
哀
」『
帝
国
文
学
』

｜
１
、
明

の
〈
煩
悶
、
格
闘

が
強
調
さ
れ
る
と

べ
き
「
想
」
の
世
界
は
、「
現
実
」
の

ら
れ
て
い
る
だ
け
で
、
そ
の
中
身
は
単

我
」（
齋
藤
野
の
人
「
理
想
の
世
、
理

・
４
・

）
な
ど
と
極
め
て
抽
象
的
に

、
格
闘

の
具
体
的
な
内
容
も
、「
愛

さ
れ
た
島
崎
藤
村
の
詩
（『「
新
体
詩
抄

、
平
３
・
８
・

）
が
、「
現
代
文
明

に
よ
り
て
起
す
べ
き
激
励
（

付
け
の
も
と
（
桜
井
天
檀
「
何
故
に

｜

、
明

・

・

）、『
帝
国
文

よ
う
に
な
っ
た
こ
と
も
、
先
述
し
た
よ

像
が
流
通
し
て
い
た
こ
と
の
一
つ
の
表

の
事
』
に
し
て
し
ま
っ
た
」
た
め
、
井

金
港
堂
、
明

・

、
最
終
的
に
は
現

た
め
の
も
の
、
す

存
在
意
義
な
り
。」

・
１
・

）
と

の
〈
煩
悶

戦
争
を
見
る

あ
ら
う
か
。」

い
る
。
海
老

る
こ
と
で
は

は
い
え
、
同
時
代

「
近
代
文
明
」
の

に
「
我
等
心
霊
の

想
の
人
」『
帝
国
文

し
か
語
ら
れ
な
い
。

人
を
失
ひ
、
親
友

る
。と

こ
ろ
で

も
の
が
あ
る

て
い
た
キ
リ

に
「
栄
光
の

」
前
後
｜
｜
明
治

の
苦
悶
に
対
す
る

）」
を
与
え
る

牧
歌
は
出
で
ざ
る

学
』
な
ど
で
も
こ

う
な
〈
煩
悶
、
格

れ
と
み
る
こ
と
が

を
表
す
た
め

悶
、
格
闘

〈
煩
悶
、
格
闘

で
も
理
想
的

し
た
が
っ
て

に
、
理
想
的

像
へ
と
容
易

上
哲
次
郎
ら
帝
大

ま
と
め
ら
れ

四

と
日
露
戦
争
を
結
び
つ
け
、「
も
し
吾

時
は
、
そ
こ
に
矢
張
一
種
尊
い
、
美
し

（「
戦
争
の
美
」『
新
人
』
５
｜
８
、
明

名
の
論
理
で
は
、「
戦
争
其
物
の
み
を

な
い
」
が
、
し
か
し
そ
う
し
た
「
悲
惨

三
、「
ま
こ
と
の
心
」
を
語
る
こ

、
日
露
戦
争
中
よ
く
使
わ
れ
た
言
葉
と

。
例
え
ば
海
老
名
彈
正
は
、
当
時
「
詩

ス
ト
が
、
十
字
架
上
で
「
苦
し
み
悩
ん

キ
リ
ス
ト
が
生
れ
る
」
こ
と
を
指
摘
し

に
必
要
な
も
の
と
し
て
肯
定
さ
れ
て
い

の
具
体
的
な
内
容
の
差
異
な
ど
は
無
視

す
る
「
詩
人
」
は
具
体
的
な
内
実

な
「
像
」
の
一
つ
と
し
て
生
成
さ
れ
、

、
こ
う
し
た
「
詩
人
」
像
は
、
そ
の
内

な
世
界
を
実
現
さ
せ
る
た
め
に
〈
煩
悶

に
結
び
つ
き
、「
詩
」
も
そ
の
中
で
求

る
よ
う
に
、
否
定
す
べ
き
「
現
実
」
か

一
三

々
が
こ
の
見
方
か
ら
日
露

い
も
の
が
見
ら
れ
な
い
で

・
８
・
１
）
と
言
っ
て

見
る
な
ら
ば
、
堪
へ
ら
れ

な
る
苦
闘
を
経
る
で
な
け

とし
て
、「
戦
争
美
」
な
る

人
」
と
し
て
も
捉
え
ら
れ

で
居
る
」
そ
の
苦
痛
の
中

た
上
で
、
こ
の
キ
リ
ス
ト

る
だ
け
で
、
個
々
の
〈
煩

さ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、

を
欠
い
た
ま
ま
、
あ
く
ま

流
通
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

実
が
曖
昧
で
あ
る
が
ゆ
え

、
格
闘

す
る
「
国
家
」

め
ら
れ
て
い
く
よ
う
に
な

ら
超
越
し
「
存
在
意
義
」



に
之
れ
を
偉
人
没
落

自
体
に
「
悲
壮
」
ゆ

さ
ま
な
ロ
シ
ア
批
判

敵
手
」
と
み
な
し
（

・
４
・

）、「
広

を
吾
人
に
供
給
し
た

）
と
敵
将
の
マ
カ

際
の
勝
敗
を
無
視
し

海
老
名
の
こ
の
発

は
現
実
の
勝
利
を
求

寧
ろ
こ
れ
人
生
の
惨

（「
甲
辰
文
学
（
好
箇

「
惨
劇
」
を
人
生
の

上
に
戦
争
を
捉
え
る

〈
煩
悶
、

れ
ば
、
国
民
の
大
人

こ
こ
で
重
視
さ
れ
て

の
結
果
で
は
な
い
。

リ
ス
ト
と
い
う
「
詩

い
く
。
そ
し
て
、
そ

な
ら
ば
常
に
勝
利
あ

の
際
に
見
る
」（
同
）
と
し
て
、
戦
争

え
の
「
美
」
を
見
て
い
る
。
新
聞
紙
面

が
な
さ
れ
る
と
同
時
に
、
ロ
シ
ア
を

「
光
栄
あ
る
戦
争
（
雑
報
）」『
帝
国
文

瀬
中
佐
と
共
に
彼
の
死
ハ
、
実
に
二
個

り
」（
角
田
剣
南
「
風
頭
語
」『
読
売
新

ロ
フ
を
賞
賛
し
て
い
く
こ
と
の
背
後
に

た
発
言
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

言
は
、
確
か
に
か
な
り
極
端
な
も
の
で

め
て
い
る
の
だ
が
、
し
か
し
「
戦
争
ハ

劇
を
最
も
具
体
的
に
現
ハ
せ
る
も
の

の
詩
題
）」『
読
売
新
聞
』
明

・
３

「
惨
劇
」
に
喩
え
、
個
人
の
〈
煩
悶
、

中
島
孤
島
も
ま
た
、「
人
生
の
最
も
悲

格
闘

す
る
「
詩
人
」
た
ち

格
は
造
り
出
す
こ
と
は
出
来
な
い
」
の

い
る
の
は
、「
悲
惨
な
る
苦
闘
」
そ
の

こ
の
時
、
戦
争
に
お
け
る
「
国
家
」
の

人
」
の
〈
煩
悶
、
格
闘

と
結
び
つ
け

う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
海
老
名
は
「
も
し

る
の
み
で
あ
る
。
敗
け
て
も
勝
つ
た
の

の
「
惨
劇
」
そ
れ

な
ど
で
、
あ
か
ら

「
偉
大
な
る
」「
好

学
』

｜
４
、
明

の
壮
烈
な
る
思
念

聞
』
明

・
４
・

は
、
戦
争
の
烈
し

流
露
」（「
風

争
の
「
惨
劇

須
梅
溪
「
生

な
り
、
誰
も

真
情
横

せ

た
の
で
あ
る

た
だ
し
、

、
多
く
の
言
説
で

一
個
の
惨
劇
な
り
、

と
も
見
る
べ
し
」

・

）
と
戦
争
の

格
闘

と
同
一
線

壮
な
る
も
の
ハ
常

「
惨
劇
」
の
中

命
の
囁
を
聞

「
詩
人
ケ
ヨ
ル

期
待
さ
れ
て

直
面
し
た
時

『
読
売
新
聞
』

と
し
て
捉
え

で
あ
る
。
つ
ま
り
、

も
の
で
あ
り
、
そ

「
苦
闘
」
は
、
キ

ら
れ
肯
定
さ
れ
て

こ
ゝ
に
眼
を
注
ぐ

で
あ
る
」
と
、
実

さ
を
強
調
し

線
が
存
在
し

そ
し
て
「

を
得
ん
」（「

い
る
よ
う
に

「
詩
人
」
は
求頭

語
」
前
掲
）
し
「
救
う
」
役
割
を
期

」
の
中
に
あ
っ
て
は
、
誰
も
が
「
身
を

命
あ
る
新
文
学
」『
新
潮
』
１
｜
２
、

が
「
戦
時
に
於
て
瞬
間
の
詩
人
」（
同

る
」「
詩
的
生
命
を
帯
た
る
」（
同
）「

。で
は
「
真
情
」
と
は
実
際
に
は
ど
の
よ

で
「
人
生
永
劫
の
影
」（「
美
」）
を
見

き
自
己
の
中
に
威
力
と
勇
気
の
煥
発
を

ネ
ル
」『
帝
国
文
学
』

｜
３
、
明

い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
「
詩
」
も

に
「
真
骨
頂
よ
り
流
露
す
る
の
情
感
力

明

・
２
・

）
に

れ
た
「
詩
人

ら
れ
、
特
に
「
同
胞
を
鼓
舞
し
慰
藉
し 四

、
そ
の
「
惨
劇
」
の
中
に
「
美
」
的
価

て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

戦
争
の
惨
劇
の
中
に
も
詩
人
ハ
よ
く
人

甲
辰
文
学
（
好
箇
の
詩
題
）」
前
掲
）

、
そ
う
し
た
「
美
」
を
見
出
し
語
る
こ

め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り

待
さ
れ
た
。
し
か
も
、
戦

詩
的
領
地
に
置
く
」（
高

明

・
６
・

）
こ
と
に

）
と
な
っ
て
、「
天
真
流
露
、

詩
」
を
語
り
得
る
と
さ
れ

う
な
も
の
な
の
か
、
と
い

出
し
、「
自
己
の
中
に
神

覚
え
て
」（
齋
藤
野
の
人

・
３
・

）
語
る
こ
と
が

戦
争
と
い
う
「
惨
劇
」
に

」（
角
田
剣
南
「
風
頭
語
」

」
が
発
す
る
〈
内
部
の
声

て
人
道
を
擁
護
し
同
情
を

一
四

値
を
見
出
そ
う
と
す
る
視

生
の
永
劫
の
影
を
捉
ふ
る

と
孤
島
が
言
葉
を
結
ん
で

と
の
で
き
る
存
在
と
し
て

「
詩
人
」
に
は
、
戦
争
の



「
日
露
戦

ふ
は
、
ま
た
早
計
」

び
、〈
男
子

の
「
情

て
い
た
。
つ
ま
り
歌

は
剣
南
に
と
っ
て
も

っ
た
の
で
あ
る
。

「
理
性
を
加
へ
ざ
り
し

の
心
」
だ
と
主
張
し

「
理
」
と
「
情
」
を
二

の
情
感
力
」
を
「
詩

情
を
披
瀝
し
て
詩
美

め
る
姿
勢
を
見
せ
た

南
は
こ
こ
で
同
時
に

こ
と
勿
れ
」
の
評
価

た
議
論
は
こ
の
問
題

点
は
「
ま
こ
と
の
心

を
あ
り
の
ま
ゝ
に
歌

「
情
」
の
中
に
も
「
公

こ
と
の
心
」
と
は

陽
』

｜

、
明

う
こ
と
が
当
然
こ
こ

争
と
近
代
の
記
憶
」

と
、
晶
子
の
詩
に
表
れ
る
「
情
」
を

」
と
差
異
化
し
た
上
で
、「
ま
こ
と
の

う
べ
き
「
真
骨
頂
よ
り
流
露
す
る
」

、
無
条
件
に
全
て
の
感
情
を
同
一
に
指

刹

詠
嘆
の
情
を
表
白
」
し
た
も
の

た
（「
理
情
の
弁
」『
読
売
新
聞
』
明

分
化
し
た
上
で
、
以
前
か
ら
「
真
骨

人
」
に
求
め
て
い
た
剣
南
が
、
こ
こ
で

を
得
た
る
」
と
弁
護
し
、
ど
の
よ
う
な

こ
と
は
あ
る
意
味
当
然
だ
と
も
思
わ
れ

「
直
情
な
る
児
女
の
情
を
以
て
、
直
に

を
め
ぐ
っ
て
、
角
田
剣
南
と
大
町
桂
月

を
端
的
に
表
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

」
と
は
何
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

ふ
」
と
い
う
前
提
を
両
者
は
共
有
し

情
」
と
「
私
情
」
と
が
あ
り
、「
詩
」

「
公
情
」
で
あ
る
と
主
張
す
る
桂
月
（

・

・
１
）
に
対
し
て
、
剣
南
は
「
公

で
問
題
に
な
っ
て
く
る
。
与
謝
野
晶
子「

児
女
の
情
」
と
呼

心
」
と
し
て
認
め

「
ま
こ
と
の
心
」
と

す
も
の
で
は
な
か

し
て
美
化
さ

こ
の
よ
う

誰
も
が
「
詩

欲
求
も
高
ま

で
あ
る
『
読

こ
そ
が
「
ま
こ
と

・

・

）。

頂
よ
り
流
露
す
る

晶
子
の
詩
を
「
直

感
情
も
同
一
に
認

る
。
し
か
し
、
剣

思
想
の
影
響
を
思

ま
り
「
同
胞

わ
ち
「
ま
こ

の
で
あ
る
か

さ
れ
て
い
く

は
、
先
述
し

る
「
詩
人
」

べ
き
理
想
的

の
間
で
交
わ
さ
れ

二
人
の
議
論
の
焦

た
。「
詩
」
が
「
情

な
が
ら
、
し
か
し

で
歌
う
べ
き
「
ま

「
文
芸
時
評
」『
太

私
の
別
無
」
く
、

流
露
」（「
風

う
し
た
役
割

「
ま
こ
と
の
心

の
も
不
思
議

の
情
を
表
白

葉
こ
そ
が
何

〈
純
粋
な
〈

「
君
死
に
た
ま
ひ

そ
も
そ
も

四

れ
肯
定
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

に
し
て
、
期
待
さ
れ
る
「
詩
」
や
「
詩

人
」
と
な
り
得
る
状
況
が
説
か
れ
る
中

っ
て
い
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
次
章

売
新
聞
』
の
投
書
欄
「
ハ
ガ
キ
集
」
の

を
鼓
舞
し
慰
藉
し
て
人
道
を
擁
護
」
す

と
の
心
」）
こ
そ
が
、
先
天
的
に
皆
が

の
よ
う
に
錯
覚
さ
れ
、
語
る
べ
き
「
詩

の
で
あ
る
。
そ
の
時
、
詩
の
語
り
手
が

た
よ
う
な
、
理
想
的
な
世
界
へ
向
か
う

の
言
葉
と
し
て
意
味
付
け
ら
れ
、
現
実

な
世
界
へ
至
る
た
め
の
〈
煩
悶
、
格
闘

頭
語
」
前
掲
）
し
「
救
う
」
役
割
を
期

を
果
た
す
べ
き
言
葉
（「
情
」）
が
要
請

」
と
し
て
語
ら
れ
る
べ
き
言
葉
が
制

で
は
な
い
。
し
か
し
、
に
も
か
か
わ
ら

」
し
た
も
の
と
し
て
強
調
さ
れ
る
こ
と

の
制
約
も
受
け
る
こ
と
な
く
〈
自
然

内
部
の
声

そ
の
も
の
で
あ
る
か
の
よ

、「
詩
」
が
「
同
胞
を
鼓
舞
し
慰
藉
し

一
五

人
」
像
が
広
く
流
通
し
、

で
、
詩
を
書
く
こ
と
へ
の

で
は
、「
出
廬
」
掲
載
紙

中
で
の
動
き
を
見
る
こ
と

る
よ
う
な
「
情
」（
す
な

共
通
し
て
抱
え
て
い
る
も

」
の
「
情
」
と
し
て
共
有

発
す
る
「
苦
悶
」
の
言
葉

べ
く
〈
煩
悶
、
格
闘

す

の
状
況
も
ま
た
、
向
か
う

の
中
で
の
「
惨
劇
」
と

待
さ
れ
て
い
る
以
上
、
そ

さ
れ
る
の
は
当
然
で
あ
り
、

約
を
受
け
る
こ
と
に
な
る

ず
「
詩
」
が
「
刹

詠
嘆

で
、
そ
こ
で
語
ら
れ
る
言

に
生
れ
た
「
詩
人
」
の

う
な
錯
覚
が
生
じ
る
。
つ

て
人
道
を
擁
護
し
同
情
を



『
ハ
ガ
キ
集
』
を
中
心

時
期
を
日
露
戦
争

み
て
み
る
と
、
明
治

始
め
、
明
治
三
十
七

そ
れ
ま
で
は
例
え
ば

和
歌
、
ま
た
新
聞
記

れ
て
い
た
。
特
に
、

６
・

）
に
し
た
特

キ
集
」
は
、
金
子
明

を
開
く
な
ど
「
奇
妙

の
の
、「
単
に
現
実
の

さ
れ
る
話
題
に
多
く

る
た
め
の
一
定
の
読

葉
『
青
春
』
と
明
治

〈
煩
悶
、

で
、
実
際
に
詩
を
書

い
き
た
い
。

四
、

周
知
の
通
り
、
こ

中
核
」（
山
本
武
利

に
｜
｜
」『
語
文
』

、
平

、

）

前
後
に
限
っ
て
「
ハ
ガ
キ
集
」
で
の
詩

三
十
六
年
末
頃
よ
り
徐
々
に
詩
ら
し
き

年
に
は
数
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る

、
四
季
の
情
景
や
失
恋
の
情
を
詠
ん
だ

事
や
連
載
中
の
作
品
を
題
材
と
し
た
漢

久
し
く
や
め
て
い
た
の
に
「
即
今
の
風

殊
な
新
聞
で
あ
っ
た
。
特
に
そ
の
投
書

雄
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
投
稿
者

な
傾
向
を
共
有
し
た
周
辺
的
な
読
者
」

読
者
集
団
を
代
表
す
る
ば
か
り
で
な

の
読
者
の
関
心
を
吸
収
し
、
そ
の
話
題

解
コ
ー
ド
を
形
成
す
る
力
」
を
持
っ

三
〇
年
代
の
小
説
受
容
の
〈
場

｜

格
闘

す
る
「
詩
人
」
た
ち

く
こ
と
へ
の
欲
求
が
高
ま
っ
て
い
っ
た

高
ま
る
、
詩
を
書
く
こ
と
へ
の
欲

の
時
期
の
『
読
売
新
聞
』
は
「
文
学
好

『
近
代
日
本
新
聞
読
者
層
』
法
政
大
学。に

関
す
る
動
き
を

も
の
が
掲
載
さ
れ

こ
と
が
わ
か
る
。

「
低
吟
」「
微
吟
」

詩
な
ど
が
載
せ
ら

雲
ハ
端
な
く
不
眠

治
三
十
六
年

少
な
く
と
も

歌
）
の
類
が

調
の
散
文
や

た
だ
し
、

徐
々
に
出
て

「
日
曜
附
録
」

欄
で
あ
る
「
ハ
ガ

、
読
者
の
懇
親
会

で
構
成
さ
れ
る
も

く
、
そ
こ
で
展
開

を
理
解
、
共
有
す

て
い
た
（「
小
栗
風

｜
『
読
売
新
聞
』

譜
を
添
え
て

し
か
し
「
新

い
こ
の
詩
は

１
｜
３
、
明

例
え
ば
「
近

く
減
少
せ
し

愛
が
有
つ
て

様
子
を
確
認
し
て

求き
の
学
生
読
者
を

出
版
局
、
昭

・

質
な
る
生
を

入
ら
む
ず
」

が
あ
る
こ
と

「
情
」
を
語
る

一
方
、
詩

し
た
「
大
日

十
一
月
頃
ま
で
は
、
詩
の
創
作
は
余
り

こ
の
段
階
の
「
ハ
ガ
キ
集
」
で
は
、

創
作
形
式
と
し
て
主
流
で
あ
り
、
わ
ず

新
体
詩
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
と
い

詩
の
創
作
自
体
は
僅
か
で
あ
る
も
の
の

き
て
い
た
。
明
治
三
十
六
年
十
一
月
二

で
、
ゲ
ー
テ
の
シ
ャ
ク
ン
タ
ラ
劇
を

、
大
々
的
に
掲
載
し
〈
資
料
１
（
後

体
詩
」
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
も
の

、「
詩
界
の
珍
」（
落
々
石
仙
「
三
十
六

・
１
・
１
）
と
不
評
で
あ
り
、
そ
の

時
新
体
詩
と
や
ら
云
ふ
間
の
抜
け
た
端

が
ア
ン
ナ
も
の
作
る
よ
り
ハ
都
々
逸
で

好
い
」（
飄
軽
、
明

・

・
５
）
と 四

し
て
死
灰
再
び
燃
え
し
む
る
に
至
」
り

と
言
っ
て
漢
詩
を
披
露
し
た
記
事
（
逸

な
ど
か
ら
も
、
こ
の
時
点
で
は
「
即
今

適
当
な
形
式
と
し
て
漢
詩
が
用
い
ら

に
関
し
て
は
明
治
三
十
六
年
一
月
一
日

本
膨
脹
の
歌
」
の
当
選
作
を
、
古
の

見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

漢
詩
や
連
句
、
和
歌
（
狂

か
に
情
景
を
描
い
た
美
文

え
る
。

「
詩
」
に
対
す
る
関
心
は

十
二
日
の
『
読
売
新
聞
』

賞
賛
し
た
詩
の
英
訳
、
仏

掲
）
話
題
を
呼
ん
で
い
る
。

の
、
ほ
と
ん
ど
軍
歌
に
近

年
の
評
論
界
」『
白
百
合
』

後
も
「
ハ
ガ
キ
集
」
で
は
、

唄
の
如
き
歌
作
る
も
の
漸

も
作
る
方
が
余
程
趣
味
情

い
う
意
見
が
出
る
な
ど
明

一
六

「
敢
て
小
詩
人
の
群
れ
に

健
生
、
明

・

・
９
）

の
風
雲
」
に
刺
激
さ
れ
た

れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

『
読
売
新
聞
』
は
、
募
集

女
の
挿
絵
と
行
進
曲
の
楽



「
日
露
戦

先
述
し
た
孤
島
や
剣

す
る
情
感
力
」
に
基

よ
う
に
、
例
え
ば
「

／
父
母
が
面
影
忍
ぶ

に
は
あ
ら
ず
、
／
い

れ
始
め
る
。
ま
た
、

を
か
願
ふ
ら
ん
」（
在

悶
を
歌
っ
た
も
の
、

歌
」（「
人
の
世
ま
す

も
濁
れ
る
人
の
世
の

り
」
飯
島
泣
花
生
、

に
な
る
と
詩
が
今
ま

に
、「
気
の
付
い
た
処

い
う
言
葉
を
付
し
た

早
速
、
翌
々
日
か
ら

を
賑
わ
し
て
い
る
。

村
氏
が
う
た
ひ
し
『

た
り
て
此
佚
宕
た
る

・

）
と
い
う
よ

訳
、
芳
賀
矢
一
、
巌

争
と
近
代
の
記
憶
」

南
の
「
人
生
の
永
劫
の
美
」
を
見
出
し

づ
い
て
歌
う
「
詩
人
」
を
求
め
る
言
説

い
づ
れ
死
す
べ
き
男
な
れ
ど
も
／
我
凱

れ
ハ
、
／
胸
の
思
ひ
の
迷
ふ
哉
。
／
さ

さ
は
や
さ
ら
ば
月
影
よ
／
あ
す
こ
そ
海

そ
れ
と
と
も
に
「
あ
ゝ
い
か
に
せ
ん
此

本
郷
静
窓
生
、
明

・

・

）
と

「
人
の
世
」
を
超
越
し
た
「
自
然
」
を

老
ゆ
る
と
も
、
富
士
の
高
根
の
聖

、
下
行
く
水
に
あ
ら
め
や
ハ
、
自
然
ハ

明

・

・

）
な
ど
が
詠
ま
れ
始
め

で
以
上
に
多
く
掲
載
さ
れ
る
よ
う
に
な

ハ
聞
か
せ
て
貰
ひ
た
い
、
新
作
、
無

記
事
（
高
楠
順
次
郎
「
ゲ
ー
テ
泣
か

自
ら
訳
し
た
詩
が
掲
載
さ
れ
、
そ
の
後

そ
し
て
十
二
月
に
な
る
と
、
東
北
の
冬

常
盤
樹
』
の
詩
の
如
き
」
と
喩
え
「
青

美
と
壮
大
な
る
美
を
歌
へ
」（
五
城

う
に
、
詩
で
自
分
の
身
近
な
も
の
を
歌

谷
小
波
、
大
塚
楠
緒
子
、
上
田
万
年
等

「
真
骨
頂
を
流
露

と
呼
応
す
る
か
の

旋
を
祈
り
ま
す
。

れ
ど
往
く
べ
き
身

を
光
り
も
て
、
／

（「
大
観
す
れ

や
其
の
能
く

々
と
し
て
理

そ
し
て
、

し
て
選
択
さ

恋
を
／
今
は
た
何

い
っ
た
失
恋
の
煩

讃
え
た
「
天
女
の

ら
け
き
、
こ
れ
そ

自
然
に
か
へ
る
な

、
明
治
三
十
七
年

る
。
そ
の
内
容
も
、

前
途
に
一
閃

り
前
半
部
分

の
世
界
を
称

れ
て
い
た
こ

の
戦
い
に
「

で
き
る
と
し

世
界
に
到
る

論
歓
迎
す
る
」
と

せ
」）
が
出
る
と
、

も
し
ば
ら
く
紙
面

の
「
美
」
を
「
藤

年
詩
人
諸
君
、
き

楼
詩
人
、
明

・

う
こ
と
が
求
め
ら

寥
々
夕
陽
ハ

の
緒
絶
え
し

「
死
」
に
ま
つ

慰
藉
し
て
人

ほ
と
ん
ど
で

「
出
廬
」
に

（
三
衣
子
、
明

そ
れ
ぞ
れ
の
和
訳

我
屍
を
照
ら

四

バ
宇
宙
ハ
一
大
戦
場
に
非
ず
や
万
物
ハ

優
勝
す
る
も
の
ハ
万
歳
歓
呼
の
裏
に
向

想
の
天
国
に
邁
進
す
る
を
得
ん
」
埋
花

こ
の
よ
う
に
詩
が
自
ら
の
「
ま
こ
と
の

れ
て
い
く
中
で
、「
新
体
詩
欄
」
の
創

の
光
明
を
得
た
り
」（
潟
石
生
、
明

を
取
り
上
げ
、「
詩
人
」
が
到
達
し
た

え
て
お
り
、
こ
こ
で
も
先
述
し
た
同
時

と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
ま
た
「
宇
宙
」

優
勝
」
し
た
も
の
こ
そ
が
「
理
想
の
天

て
、「
万
物
」
の
戦
い
を
肯
定
す
る
文

た
め
の
〈
格
闘

が
、
や
は
り
こ
の

西
の
森
に
入
ら
ん
と
す
」「
見
よ
草
染

武
夫
の
亡
骸
」（
蝶
花
子
、
明

・

わ
る
感
慨
や
寂
寥
感
を
詠
ん
だ
も
の

道
を
擁
護
し
同
情
を
流
露
」
す
る
と
い

あ
っ
た
。

関
し
て
も
、「
あ
ゝ
我
が
心
を
癒
す
」

・
４
・

）
や
「
読
み
て
ぬ
ば
た

せ
か
し
。」（

溪
生
「
露
営
の
月
」
明一

七
装
甲
帯
刀
の
戦
士
に
非
ず

上
主
義
の
先
鋒
と
な
り
揚

、
明

・
８
・

）。

心
」
を
語
る
表
現
形
式
と

設
を
求
め
る
声
も
出
て
く

・
４
・

）
な
ど
、
や
は

理
想
的
な
「
想
」（「
詩
」）

代
評
と
同
じ
様
に
享
受
さ

を
「
戦
場
」
に
喩
え
、
そ

国
に
邁
進
す
る
」
こ
と
が

な
ど
も
見
ら
れ
、
理
想
の

場
で
も
希
求
さ
れ
て
い
た

む
る
紅
の
血
潮
／
見
よ
玉

４
・
６
）
な
ど
、
総
じ
て

が
多
い
。「
同
胞
を
鼓
舞
し

う
枠
内
に
収
ま
る
も
の
が

「
永
久
に
我
が
福
音
た
れ
」

ま
の
闇
の
中
を
辿
り
行
く

・
２
・

）
や
、「
寂



に
収
め
ら
れ
た
詩
は

〈
雑
多
な

言
葉
の
中

を
持
っ
た
「
詩
」
と

い
わ
ば
同
時
代
の
「

な
が
ら
、
自
ら
の
「

て
詩
は
選
択
さ
れ
、

っ
た
と
い
え
る
。

よ
る
詩
を
掲
載
す
る

し
か
し
「
ハ
ガ
キ
集

確
保
す
る
た
め
に
は

「
遊
び
」
の
要
素
を
一

わ
ち
文
芸
時
評
な
ど

「
真
骨
頂
よ
り
流
露
す

と
い
え
る
だ
ろ
う
。

〈
煩
悶
、

る
。
特
に
、
こ
こ
で

い
ち
早
く
「
ハ
ガ
キ

ら
れ
た
こ
と
で
あ
る

起
す
に
止
る
恒
久
的

・

・

）
と
「

も
っ
と
も
す
ぐ
に
反

、
今
ま
で
の
よ
う
に
「
ハ
ガ
キ
集
」

の
一
つ
と
し
て
で
は
な
く
、
一
つ
の

し
て
の
位
置
付
け
を
確
保
す
る
こ
と
に

詩
」
を
め
ぐ
る
言
説
と
呼
応
し
、
そ
の

ま
こ
と
の
心
」
を
語
る
の
に
適
し
た

そ
う
し
た
枠
組
み
の
中
で
作
詩
へ
の
欲

「
新
体
詩
欄
」
を
創
設
す
る
こ
と
で
落

」
に
お
い
て
「
新
体
詩
」
が
自
立
し
た

、
こ
こ
で
書
か
れ
て
い
る
詩
が
、
川

切
排
除
し
た
「
恒
久
的
生
命
」
を
持

で
語
ら
れ
て
い
た
よ
う
な
「
人
生
の
永

る
」「
詩
」
で
あ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ

し
た
が
っ
て
こ
う
し
て
創
設
さ
れ
た

格
闘

す
る
「
詩
人
」
た
ち

注
意
し
た
い
の
は
こ
の
「
新
体
詩
欄
」

集
」
か
ら
独
立
し
た
「
川
柳
欄
」
の
廃

。
こ
の
時
、
そ
の
理
由
と
し
て
「
川
柳

の
生
命
ハ
美
学
上
に
認
め
ら
れ
ず
」

美
学
」
な
る
も
の
が
持
ち
出
さ
れ
、
川

発
を
呼
び
、
結
局
「
川
柳
欄
」
も
残
し

の
中
で
語
ら
れ
る

「
文
学
」
的
価
値

な
る
の
で
あ
る
。

枠
組
み
を
共
有
し

虚
構
の
形
式
と
し

望
も
広
が
っ
て
い

ら
に
身
を
置

た
だ
し
「

我
。」（
三
十

に
心
引
か
れ

い
「
詩
の
神

「
客
」
に
「
国

八
）
と
諭
さ

着
す
る
の
だ
が
、

一
つ
の
「
場
」
を

柳
が
持
つ
よ
う
な

っ
た
も
の
、
す
な

劫
の
影
」
を
捉
え

る
必
要
が
あ
っ
た

「
新
体
詩
欄
」
の
枠

廬
」
で
再
開

あ
っ
た
と
思

（「
詩
」「
想
」

知
り
、「
劫
運

十
七
）
と
盧

「
あ
ら
お
ろ
か

御
声
を

聞

創
設
に
あ
た
っ
て
、

止
が
同
時
に
求
め

ハ
一
時
の
快
感
を

（
神
田
準

生
、
明

柳
は
否
定
さ
れ
た
。

な
が
ら
、
公
募
に

こ
の
よ
う

の
〈
煩
悶
、

そ
う
し
た
〈

る
も
の
と
し

く
べ
き
か
惑
う
、
そ
の
胸
中
が
綿
々
と

国
土
の
縁
に

心
引
か
れ
て
／
果
敢

五
）
と
語
っ
て
い
る
よ
う
に
「
詩
人
」

て
い
る
こ
と
自
体
は
疑
っ
て
い
な
い
。

」
を
否
定
す
る
若
者
を
批
難
し
た
も
の

に
事
あ
る

昨
日
此
頃
、
／
君
の
心

れ
、
最
終
的
に
盧
を
出
る
決
心
を
す
る

後
書
か
れ
た
「
詩
人
」
の
〈
煩
悶

の

わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
先
述
し
た
よ
う

の
世
界
）
の
中
に
籠
も
っ
て
い
た
「

の
風

吹
く
あ
し
た
／
身
を
吹
か
れ

の
外
の
世
界
（「
実
」
の
世
界
）
に
出

な
り
、
お
ろ
か
な
り
。
／
わ
れ
た
ゞ

か
ん
の
み
。」（
二
十
八
）
と
思
い
止
ま 四

五
、「
出
廬
」
の
中
で
語
ら
れ
る

に
同
時
代
に
お
い
て
「
詩
人
」
の
〈
煩

格
闘
（
戦
争
）
が
何
の
葛
藤
も
な
く

煩
悶
、
格
闘

の
中
で
感
じ
ら
れ
る

て
広
く
書
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た

語
ら
れ
て
い
る
。

な
く
お
も
ひ

悩
む
此
の

は
自
ら
が
「
国
土
の
縁
」

ま
た
「
愛
国
の
念
」
を
歌

の
、
若
者
の
後
に
訪
れ
た

ひ
と
り

安
き
や
」（
四
十

な
ど
「
詩
人
」
は
一
見
、

あ
り
方
は
特
異
な
も
の
で

に
、
現
実
を
超
越
し
た
盧

詩
人
」
が
戦
争
の
勃
発
を

ざ
る

人
も
な
し
。」（
二

る
こ
と
を
考
え
つ
つ
も
、

盧
の

我
が
神
の
／
玉
の

ろ
う
と
す
る
な
ど
、
ど
ち

一
八

「
詩
人
」
の
〈
煩
悶

悶
、
格
闘

と
、「
国
家
」

結
び
つ
き
な
が
ら
、
詩
が

「
ま
こ
と
の
心
」
を
語
り
得

こ
と
を
考
え
た
時
、「
出



「
日
露
戦

へ
の
違
和
感
を
見
る

を
無
前
提
に
信
じ
、

「
美
」
を
見
出
す
よ
う

は
見
る
こ
と
は
で
き

〈
煩
悶

は
、
同
時
代

「
想
」
の
世
界
に
い
る

て

立
」
つ
と
い
う

り
、「
現
実
」
か
ら
切

存
在
し
得
る
の
か
、

こ
こ
に
は
個
人
の
〈

に
捉
え
、
向
か
う
べ

理
想
的
な
世
界
を
何

同
時
代
の
「
詩
」
と

浮
世
を
離
れ
得
ぬ
な

に

歌
の
御
神
の
／

言
っ
て
盧
を
出
た
「

言
う
「
浮
世
」
を
歌

結
す
る
わ
け
で
は
な

む
し
ろ
、
テ
ク
ス

若
者
の
あ
り
方
を
認

争
と
近
代
の
記
憶
」

こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
現
実
を
超
越
し

そ
の
過
程
と
し
て
の
〈
煩
悶
、
格

な
同
時
代
に
共
有
さ
れ
た
視
線
も
、

な
い
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
詩
で
書
か

の
「
詩
」
の
枠
組
み
か
ら
は
逸
脱
す

あ
り
方
と
、「
現
実
」
で
「
国
の
た

こ
と
が
、
果
し
て
一
致
し
得
る
の
か
、

り
離
さ
れ
超
越
し
た
理
想
的
な
「
想

と
い
う
こ
と
を
〈
煩
悶

す
る
「
詩
人

煩
悶
、
格
闘

と
国
家
の
〈
煩
悶
、
格

き
理
想
的
な
「
想
」
の
世
界
と
「
国
家

の
葛
藤
も
な
く
一
致
さ
せ
て
い
た
同
時

同
一
の
枠
組
み
の
中
に
あ
る
と
い
え
る

り
」「
詩
神
ハ
盧
に

い
ま
す
ば
か
り

お
は
さ
ぬ
と
こ
ろ

そ
も
や
あ
る
べ

詩
人
」
が
向
か
う
先
は
示
さ
れ
て
お

う
こ
と
が
若
者
が
言
う
「
愛
国
の
念
」

い
の
で
あ
る
。

ト
内
で
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る

め
た
よ
う
に
も
見
え
、
そ
の
限
り
で
は

た
「
想
」
の
世
界

闘

そ
れ
自
体
に

こ
の
テ
ク
ス
ト
に

れ
た
「
詩
人
」
の

る
も
の
で
あ
っ
た

を
通
し
て
こ

〈
流
れ

が
創

で
は
な
い
か

注

め
」「
我
太
刀
執
り

と
い
う
疑
問
で
あ

」
の
世
界
な
ど
が

」
の
姿
で
あ
っ
た
。

闘

を
同
一
線
上

」
の
向
か
う
べ
き

代
の
あ
り
方
自
体

「
出
廬
」
と

は
、〈
煩
悶
、

の
〈
煩
悶
、

〈
煩
悶
、
格
闘

れ
て
い
く
と

っ
た
と
い
っ

う
し
た
「
綻

。
し
か
し
「
人
ハ

か
／
天
地
い
づ
く

き
」（
四
十
九
）
と

ら
ず
、「
詩
人
」
の

を
歌
う
こ
と
に
直

の
は
、
理
想
的
な

も
、
そ
こ
で

〈
煩
悶
、
格
闘

れ
た
理
想
的

普
遍
的
な
価

い
か
。
同
じ

し
な
が
ら
、

「
拙
き
心
の
あ

こ
の
テ
ク
ス
ト
も

と
い
え
る
。

四

そ
、
幾
つ
も
の
言
説
が
縫
い
合
わ
さ
れ

ら
れ
て
い
く
、
そ
の
様
相
を
明
ら
か

と
考
え
る
。

い
う
テ
ク
ス
ト
と
同
時
代
評
と
の
間

格
闘

と
い
う
言
葉
が
一
つ
の
「
結

格
闘

と
「
詩
人
」
の
〈
煩
悶
、
格
闘

が
同
一
線
上
に
縫
い
合
わ
さ
れ
、

い
う
、
大
き
な
〈
流
れ

の
中
で
生
じ

て
よ
い
。
お
そ
ら
く
、
一
つ
一
つ
の
言

び
」
を
見
つ
け
出
し
、「
結
び
目
」
を

語
ら
れ
る
〈
煩
悶

が
、
同
時
代
の

｜
｜
否
定
さ
れ
る
べ
き
「
現
実
」

な
「
想
」
の
世
界
へ
至
る
過
程
の
も
の

値
を
有
し
て
い
る
も
の
。
｜
｜
と
は
異

く
胸
中
を
語
る
の
に
相
応
し
い
虚
構

「
出
廬
」
は
「
ま
こ
と
の
心
」
な
ら

と
」
を
語
っ
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ

お
そ
ら
く
「
出
廬
」
が
完
結
後
、「
散

一
九

な
が
ら
、
一
つ
の
大
き
な

に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の

に
示
さ
れ
た
こ
の
〈
ズ
レ

び
目
」
と
な
り
、「
国
家
」

、
ひ
い
て
は
「
私
」
の

戦
争
の
正
当
性
が
補
強
さ

た
「
綻
び
」
の
一
つ
で
あ

説
を
分
析
し
な
が
ら
、
こ

解
き
ほ
ぐ
し
て
い
く
作
業

「
詩
」
で
語
ら
れ
る
べ
き

の
反
措
定
と
し
て
憧
憬
さ

。
そ
れ
自
体
に
「
美
」
的

な
っ
て
い
た
か
ら
で
は
な

の
形
式
と
し
て
詩
を
選
択

ぬ
、
ま
さ
に
「
詩
人
」
の

る
。

文
的
」
と
批
判
さ
れ
た
の



吉
野
臥
城
『
新

年
版
『
透
谷
全
集

こ
の
時
期
「
女

「
日
露
戦
争
下
の
女

論
じ
ら
れ
て
い
る

〔
付
記
〕引

用
に
際
し
、

（
四
十
八
）
に
相
当

た
だ
し
語
彙
や

６
・
１
）
掲
載
の

こ
の
時
期
、
藤

も
盛
ん
に
行
わ
れ

て
い
た
と
い
え
る

た
だ
し
、「
煩
悶

人
」
の
〈
煩
悶

さ
れ
、
積
極
的
に

〈
煩
悶
、

以
下
、
引
用
文

「
出
廬
」
の
テ
ク

月
十
四
日
か
ら
四

（
二
十
四

三
十
八

三
十
日
か
ら
十
一

十
八

四
十
九
）

（
一
）
か
ら
（
九
）

で
、
第
三
篇
は
（

体
詩
研
究
』（
昭
文
堂
、
明

・
９
・

）

』
は
「
詩
集
」
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

詩
人
」
が
特
に
求
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
つ

性
詩
」（『
日
本
近
代
文
学
』

、
平
８
・

。旧
字
は
新
字
に
改
め
、
振
り
仮
名
は
適
宜
省

す
る
。

技
巧
の
稚
拙
さ
と
い
う
点
で
は
『
明
星
』
巳

平
出
修
「
韻
文
と
技
巧
」
な
ど
で
完
結
後
も

村
操
の
自
殺
を
は
じ
め
と
し
て
、「
煩
悶
青

て
お
り
、「
煩
悶
」
と
い
う
言
葉
は
、
一
つ

。
青
年
」
概
ね
否
定
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
た

が
取
り
あ
げ
ら
れ
る
場
合
は
、
そ
こ
に
〈
煩

肯
定
さ
れ
て
い
た
点
に
注
意
し
た
い
。

格
闘

す
る
「
詩
人
」
た
ち

中
の
傍
線
は
全
て
引
用
者
に
よ
る
。

ス
ト
は
初
出
を
使
用
し
て
い
る
。「
出
廬
」

月
十
一
日
（
一

二
十
三
）
ま
で
と
、
六
月

）、
九
月
二
十
日
か
ら
十
月
四
日
（
三
十

月
十
日
（
四
十
二

四
十
七
）、
十
二
月
三

に
分
断
さ
れ
掲
載
さ
れ
た
。
な
お
初
刊
本

の
途
中
ま
で
、
第
二
篇
は
（
九
）
の
途
中

二
十
三
）
か
ら
（
三
十
六
）
ま
で
、
第
四
篇

で
は
、
明
治
三
十
五

い
て
は
、
中
島
美
幸

・

）
で
詳
し
く

略
し
た
。

歳
第
六
号
（
明

・

批
判
さ
れ
て
い
る
。

年
」
を
め
ぐ
る
議
論

の
流
行
語
と
も
な
っ

の
と
異
な
り
、「
詩

悶

の
要
素
も
付
与

は
明
治
三
十
七
年
三

七
日
か
ら
七
月
三
日

九

四
十
一
）、
十
月

十
、
三
十
一
日
（
四

の
第
一
篇
は
初
出
の

か
ら
（
二
十
二
）
ま

は
（
三
十
七
）
か
ら

四
二
〇



「
日
露
戦

資
料

争
と
近
代
の
記
憶
」

１

「
大
日
本
膨
脹
の
歌
」（『
読
売
新
聞
』
明

・
１
・
１
）

四
二
一


