
⑤④③
ひ
」
の
抒
情
へ
と
向
か
う
。
す
な
わ
ち
、
8
9
と
1
0
日
の
二
つ
の
対
句
に
よ

っ
て
作
歌
主
体
の
「
思
ひ
」
の
み
が
一
首
の
主
情
と
し
て
つ
な
が
れ
て
い
く

の
で
あ
る
。
す
で
に
妹
を
幻
視
す
る
こ
と
を
意
図
し
な
い
の
は
、
「
我
が
漕

ぎ
来
れ
ば
」
と
い
う
意
志
の
表
現
が
条
件
旬
と
し
て
形
成
ざ
れ
て
い
な
い
た

め
で
あ
っ
た
：
」
の
行
旅
長
歌
に
お
い
て
、
意
志
の
表
現
力
と
妹
へ
の
表
象

を
失
っ
た
か
わ
り
に
、
作
歌
主
体
が
強
く
表
現
に
あ
ら
わ
れ
、
叙
述
の
表
現

力
が
優
位
に
な
っ
た
の
で
あ
る
：
」
の
よ
う
な
呪
視
表
現
を
構
造
的
に
失
っ

た
行
旅
歌
に
つ
い
て
は
、
新
た
に
表
現
の
史
的
位
相
を
図
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

注
①
　
拙
稿
「
家
持
の
防
人
関
係
長
歌
－
そ
の
方
法
と
表
現
構
造
－
」
　
（
和
田

繁
二
郎
博
士
古
稀
記
念
『
日
本
文
学
伝
統
と
近
代
』
和
泉
書
店
　
昭
5
8
）
所

収。
②
　
村
田
正
博
「
人
麻
呂
の
作
歌
精
神
－
「
吾
等
」
の
用
字
を
め
ぐ
っ
て
－
～
」

（
『
萬
葉
』
第
9
0
号
　
昭
5
0
・
1
2
）
　
参
照
。

「
畿
内
制
の
聖
堂
（
『
古
代
の
日
本
5
』
　
角
川
書
店
　
昭
4
5
）
所
収
。

「
鶏
が
鳴
く
　
あ
づ
ま
」
（
『
万
葉
集
東
歌
研
究
』
　
桜
楓
社
　
昭
4
7
）
所
収
。

3
「
山
背
の
管
木
原
」
は
現
在
の
綴
喜
郡
で
あ
る
が
、
奈
良
か
ら
下
つ
道
を

北
上
す
れ
ば
第
一
の
駅
家
山
本
の
あ
た
り
。
そ
こ
か
ら
泉
州
を
渡
る
と
井
手
で

中
つ
道
の
延
長
と
行
き
合
い
、
束
山
道
と
北
陸
道
の
岐
路
に
な
る
。
こ
の
泉
州

の
右
岸
か
左
岩
か
は
決
定
で
き
な
い
。
5
「
滝
尾
の
阿
後
厄
の
原
」
に
つ
い
て

は
『
宇
治
市
史
I
』
が
「
お
そ
ら
く
菟
道
地
区
か
ら
五
ケ
庄
問
屋
方
面
に
か
け

て
の
宇
治
川
沿
い
の
平
野
で
、
俗
に
『
菟
道
野
』
ま
た
は
『
焼
蛤
野
』
と
呼
ば

れ
て
い
る
あ
た
り
」
と
推
定
す
る
。
ま
た
同
書
は
「
石
田
の
森
」
に
鎮
ま
る
社

「
天
徳
日
命
神
社
」
に
つ
い
て
「
現
在
地
に
社
が
移
る
以
前
は
、
木
幡
山
越
え

の
地
に
祀
ら
れ
て
い
た
」
と
す
る
。
「
阿
後
厄
の
原
」
は
木
瞬
山
か
ら
逢
坂
山

へ
と
越
え
行
く
手
前
の
野
で
あ
ろ
う
。

五
六

こ
の
二
つ
の
野
が
う
だ
わ
れ
た
の
は
旅
の
締
り
の
場
所
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ

の
位
置
が
確
か
め
ら
れ
る
。
行
旅
歌
に
お
い
て
旅
寝
の
野
を
う
た
う
例
と
し
て

「
安
騎
の
大
野
に
…
：
旅
宿
り
せ
ず
」
　
（
四
五
番
歌
）
　
「
越
智
の
大
野
の
朝
露

に
…
‥
旅
寝
す
る
か
も
」
　
（
一
九
四
番
歌
）
の
例
が
あ
る
。
旅
寝
だ
け
で
一
首

を
形
成
す
る
行
旅
歌
は
多
く
一
つ
の
主
題
を
な
し
て
い
る
。
H
や
C
が
こ
の
二

地
点
を
省
い
た
の
は
こ
の
主
題
の
ち
が
い
に
求
め
ら
れ
よ
う
。
H
と
C
は
意
識

的
に
越
え
る
べ
き
地
名
の
み
を
列
挙
し
た
の
で
あ
り
、
本
稿
も
こ
こ
を
課
題
と

す
る
。
行
放
歌
の
旅
寝
の
主
題
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
た
い
o

⑥
　
C
の
3
と
4
の
終
り
は
そ
れ
ぞ
れ
「
棒
さ
し
渡
り
」
　
「
見
つ
つ
渡
り
て
」
と

ぁ
り
、
3
が
舟
渡
り
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
4
は
橋
を
通
る

と
も
舟
で
渡
る
と
も
と
れ
る
。
ま
た
B
H
が
泉
州
を
う
だ
わ
な
い
の
は
不
審
で

あ
る
。
こ
の
場
合
は
橋
を
通
行
す
る
の
が
慣
例
化
し
て
い
た
た
め
に
表
現
さ
れ

て
い
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
。
橋
の
設
置
は
歌
の
成
立
年
代
の
決
定
に
結
び
つ

く
が
、
最
近
栄
原
永
遠
男
氏
の
論
が
あ
る
。
泉
大
橋
は
天
平
十
二
年
ご
ろ
に
、

宇
治
橋
は
大
化
二
年
の
遺
構
碑
断
片
が
あ
る
も
の
の
、
続
日
本
紀
に
別
伝
が
あ

り
遺
構
年
代
も
決
定
で
き
な
い
と
す
る
「
古
道
－
飛
鳥
か
ら
近
江
へ
」
　
（
季
刊

『
明
日
春
風
』
9
号
）
所
収
。

⑦
　
拙
稿
「
万
葉
五
・
六
番
歌
考
－
表
現
主
体
と
歌
の
様
式
I
L
（
『
古
代
文

学
』
二
十
三
号
　
武
蔵
野
書
店
　
昭
的
・
3
）
　
所
収
。

⑧
　
高
取
正
男
「
畿
内
の
境
域
神
」
（
『
日
本
の
古
代
』
月
報
－
角
川
書
店
　
昭

4
5
）
所
収
。

⑨
　
⑦
に
同
じ

⑲
　
注
①
に
同
じ

（
ま
す
だ
・
し
げ
や
す
　
平
安
高
等
学
校
教
諭
）

書
　
評

中

西

健

治

著

『
浜
松
中
納
言
物
語
の
研
究
』

伴

利
　
昭

『
浜
松
中
納
言
物
語
』
は
『
狭
衣
物
語
』
や
『
寝
覚
物
語
』
等
と
と
も
に

王
朝
末
期
を
代
表
す
る
作
品
で
あ
る
が
、
『
源
氏
物
語
』
の
影
響
を
強
く
受

け
て
い
る
た
め
に
、
『
源
氏
』
を
粉
本
と
し
た
ま
が
い
も
の
、
『
源
氏
』
ま

か
い
の
『
源
氏
』
に
劣
る
作
品
と
い
う
低
い
評
価
を
与
え
ら
れ
、
本
格
的
研

究
の
行
わ
れ
ぬ
ま
ま
永
い
時
を
経
て
来
た
。
し
か
し
、
最
近
は
こ
れ
ら
作
品

に
源
氏
的
世
界
と
は
異
る
新
し
い
魅
力
を
兄
い
出
し
、
王
朝
文
学
の
終
末
で

は
な
く
、
新
し
い
文
学
の
創
造
と
し
て
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
動
き
が
活
発

化
し
て
き
て
い
る
。
松
尾
聴
氏
の
『
平
安
時
代
物
語
の
研
究
』
を
う
け
て
、

従
来
あ
ま
り
か
え
り
み
ら
れ
な
か
っ
た
分
野
に
開
拓
の
鍬
が
入
れ
ら
れ
だ
し

た
。
鈴
木
弘
道
氏
の
『
平
安
末
期
物
語
に
つ
い
て
の
研
究
』
及
び
同
書
の
増

補
版
な
ど
を
中
心
に
、
王
朝
末
期
か
ら
中
世
に
か
け
て
の
基
礎
的
研
究
が
一

段
と
盛
ん
に
な
っ
た
。
近
年
の
も
の
二
、
三
を
拾
っ
て
み
て
も
、
『
有
明
の
別

の
研
究
』
『
あ
き
ち
が
露
の
研
究
』
（
大
槻
修
氏
）
、
『
散
逸
物
語
の
研
究
　
平

安
・
鎌
倉
時
代
編
』
（
小
木
喬
氏
）
、
『
物
語
文
学
の
研
究
－
本
文
と
論
考
－
』

（
金
子
武
雄
氏
、
本
文
編
夜
寝
覚
物
語
、
我
身
に
た
ど
る
姫
君
、
恋
路
ゆ
か

『
浜
松
中
納
言
物
語
の
研
究
』

し
き
大
将
、
さ
く
ら
川
物
語
）
等
、
地
道
な
研
究
の
成
果
の
蓄
積
に
注
目
ざ

れ
る
の
で
あ
る
。
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
に
つ
い
て
も
、
小
松
茂
美
氏
に
よ

っ
て
『
校
本
浜
松
中
納
言
物
語
』
が
刊
行
ざ
れ
、
研
究
論
文
も
次
第
に
数
が

増
え
て
き
て
い
る
。
し
か
し
、
一
書
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
研
究
書
は
ま
だ

な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
中
西
健
治
氏
の
『
浜
松
中
納
言
物
語
の
研
究
』

は
最
初
の
研
究
書
と
い
う
栄
誉
を
荷
っ
た
わ
け
で
あ
る
し
、
注
目
さ
れ
る
所

以
で
も
あ
る
。

同
書
の
構
成
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

第
一
編
　
構
想
に
関
す
る
論
考

第
二
編
　
語
彙
・
語
句
に
関
す
る
論
考

第
三
編
　
典
拠
・
享
受
・
研
究
史
に
関
す
る
論
考

第
四
編
　
浜
松
中
納
言
物
語
登
場
人
物
総
覧

付
　
録

第
一
編
は
四
つ
の
章
か
ら
な
り
、
登
場
人
物
の
設
定
を
作
者
の
構
想
意
識

と
か
か
わ
ら
せ
て
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
第
二
編
は
第
一
章
「
主
題
に
関

連
す
る
語
彙
・
語
句
」
と
し
て
三
つ
の
こ
と
ば
を
、
第
二
章
「
特
有
な
語
彙

・
語
句
」
と
し
て
三
つ
の
こ
と
ば
を
、
そ
れ
ぞ
れ
考
証
さ
れ
て
い
る
。
第
三

編
は
典
拠
に
関
す
る
も
の
一
、
享
受
に
関
す
る
も
の
一
、
研
究
史
に
関
す
る

も
の
三
、
の
五
つ
の
論
考
か
ら
な
っ
て
い
る
。
第
四
編
は
物
語
に
登
場
す
る

人
物
す
べ
て
を
取
り
あ
げ
、
物
語
中
の
呼
称
、
係
累
を
記
し
、
そ
の
人
物
の

行
動
や
心
理
に
つ
い
て
略
記
し
、
そ
れ
に
該
当
す
る
巻
数
と
真
数
を
示
し
た

も
の
で
、
物
語
理
解
の
利
便
と
手
引
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
付
録
に
は
『
寝

覚
物
語
』
、
『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
に
関
す
る
論
考
六
編
が
収
め
ら
れ
て
い

五
七



る
。
こ
の
中
に
は
、
寝
覚
物
語
作
者
非
孝
標
女
論
な
ど
、
注
目
さ
れ
る
論
考

が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
鈴
木
弘
道
氏
の
論
評
が
付
載
さ
れ
て
い
る

こ
と
で
も
あ
り
、
こ
こ
で
は
言
及
し
な
い
で
お
く
。
第
一
編
か
ら
第
三
編
ま

で
が
、
こ
の
書
の
中
核
を
な
す
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
こ
れ
に
つ
き
触
れ
て

お
き
た
い
。

第
一
編
は
四
人
の
人
物
の
設
定
と
構
想
と
の
関
わ
り
を
論
じ
た
も
の
で
あ

る
が
、
そ
の
論
証
の
方
法
は
叙
述
せ
ら
れ
た
文
章
、
あ
る
い
は
語
句
を
吟
味

し
、
こ
れ
を
一
つ
の
手
が
か
り
と
し
て
構
想
意
識
を
う
か
が
う
と
い
う
特
徴

的
な
手
法
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
第
二
章
唐
后
の
人
物
設
定
で
は
巻
一
と
巻

三
の
唐
后
に
つ
い
て
の
類
似
の
記
述
を
検
討
す
る
と
こ
ろ
か
ら
出
発
す
る
。

こ
の
部
分
は
、
繰
り
返
し
の
文
章
で
面
白
く
な
い
と
い
う
見
方
を
さ
れ
て
き

た
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
中
西
氏
は
両
者
を
詳
細
に
比
較
し
て
、
ま
ず
「
本
体

は
」
・
「
親
王
」
・
「
子
孫
」
な
ど
の
表
現
に
注
目
し
、
そ
の
用
法
を
検
証
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
作
者
の
意
図
し
た
周
語
選
択
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

更
に
、
「
本
体
は
」
な
る
こ
と
ば
は
、
人
物
の
系
譜
を
語
る
時
の
型
で
あ
っ

て
、
他
の
説
話
を
叙
述
す
る
場
合
と
は
異
っ
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
こ
と
に

注
意
し
て
二
つ
の
文
章
を
検
討
し
、
「
作
者
に
と
っ
て
、
登
場
人
物
と
く
に

新
し
い
着
想
に
基
づ
く
人
物
を
具
体
化
さ
せ
る
際
、
そ
の
系
譜
、
過
去
の
出

来
事
な
ど
に
遡
っ
て
説
く
方
法
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
と
ば
の
検
証
か
ら
、

作
者
の
意
識
ま
で
探
ろ
う
と
い
う
の
は
、
面
白
い
観
点
で
あ
り
、
細
か
な
検

討
も
説
得
力
が
あ
る
。
た
だ
、
「
新
し
い
人
物
を
具
体
化
さ
せ
る
」
た
め
に
、

な
ぜ
系
譜
叙
述
を
繰
り
返
す
と
い
う
方
法
を
作
者
は
と
っ
た
の
だ
ろ
う
か
と

い
う
疑
問
が
残
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
の
中
西
氏
の
見
解
が
知
り
た
い
と
こ

五
入

ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
事
の
目
的
で
あ
る
「
も
っ
と
も
中
心
的
な
人
物
で

あ
る
唐
后
を
作
者
は
ど
の
よ
う
に
設
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
と
い
う
問

題
」
に
つ
い
て
、
主
と
し
て
「
異
郷
の
貴
種
を
印
象
づ
け
る
た
め
に
こ
と
さ

ら
見
な
れ
ぬ
語
を
周
い
る
と
い
う
意
識
」
と
い
う
指
摘
に
と
ど
ま
っ
て
い
る

と
こ
ろ
は
、
少
し
物
足
り
な
い
。
と
り
あ
げ
た
材
料
か
ら
い
え
る
こ
と
の
範

囲
に
お
さ
め
ら
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
論
者
の
思
量
が
過
ぎ
て
、
作
者
の

意
識
を
根
拠
な
く
つ
く
り
上
げ
る
こ
と
は
厳
に
つ
つ
し
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
が
、
構
想
と
の
か
か
わ
り
は
、
表
現
さ
れ
た
こ
と
ば
の
検
証
だ
け
で
は
お

さ
え
ぎ
れ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
別
の
観
点
か
ら
も
、
唐
后
設
定
の
意
義
を

追
求
し
、
補
っ
て
ほ
し
い
と
希
望
す
る
。

第
二
編
は
語
彙
・
語
句
の
考
証
で
あ
る
が
、
主
題
、
構
想
へ
も
こ
と
ば
を

手
掛
り
と
し
て
論
及
せ
ら
れ
た
第
一
章
に
特
色
が
あ
る
。
「
身
を
か
ふ
」
の

場
合
、
物
語
中
の
全
一
八
例
を
提
示
、
解
説
し
て
、
そ
の
用
法
を
検
討
し
、

二
種
の
別
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
、
A
　
た
ん
に
転
生
を
意
味
す
る
用
例

…
…
1
0
例
、
B
　
転
生
に
恋
し
い
人
に
逢
う
手
段
と
し
て
の
意
味
が
付
与
さ

れ
て
い
る
用
例
…
‥
8
例
　
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
A
は
多
く
完
了
表
現
を
伴

い
、
既
に
完
結
し
た
転
生
を
表
現
す
る
、
B
は
未
来
形
ま
た
は
そ
れ
に
準
じ

た
表
現
を
伴
い
、
転
生
を
契
機
と
す
る
将
来
へ
の
願
望
を
表
現
す
る
と
も
規

定
し
、
ざ
ら
に
、
B
は
和
歌
的
発
想
に
よ
る
一
種
の
慣
用
句
的
表
現
に
由
来

す
る
こ
と
を
、
三
代
集
の
用
例
を
検
証
し
て
論
じ
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
諭
は

豊
富
な
例
を
あ
げ
て
丁
寧
に
考
証
し
帰
納
さ
れ
た
結
論
で
、
首
肯
さ
れ
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
　
「
身
を
か
ふ
」
　
を
多
用
す
る
　
『
浜
松
中
納
言
物

語
』
は
転
生
の
思
想
を
大
き
な
基
盤
と
し
て
持
っ
て
い
る
こ
と
は
、
よ
く
了

解
で
き
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
具
体
的
な
あ
ら
わ
れ
と
し
て
「
親
子
の

契
り
」
を
考
え
、
「
浜
松
は
『
親
子
の
契
り
』
を
源
氏
物
語
か
ら
得
な
が
ら
、

そ
れ
を
主
潮
の
一
つ
と
し
て
展
開
し
て
い
っ
た
物
語
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
ざ
れ
る
と
こ
ろ
は
論
理
が
不
足
す
る
よ
う
で
気
に

な
る
。
両
物
語
に
み
ら
れ
る
親
子
の
契
り
の
相
関
と
浜
松
に
お
け
る
展
開
の

実
相
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
説
明
の
ほ
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

「
も
ろ
こ
し
」
「
か
ら
く
に
」
、
「
日
本
」
「
ひ
の
も
と
」
の
論
考
も
、
周
到

な
考
証
に
よ
り
、
そ
の
ち
が
い
が
よ
く
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
相
異

が
何
故
生
じ
た
の
か
と
い
う
問
題
を
、
作
者
の
意
識
と
か
ら
ま
せ
、
た
と
え

ば
前
者
は
「
一
般
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
『
も
ろ
こ
し
』
を
設
定
す
る
こ
と

が
い
わ
ば
『
和
』
の
世
界
で
あ
り
、
『
か
ら
く
に
』
に
、
中
納
言
と
い
う
限

定
さ
れ
た
男
性
に
関
連
す
る
秘
密
の
人
物
を
背
景
に
持
た
せ
る
『
漠
』
の
世

界
を
構
築
し
て
い
た
と
み
て
、
そ
の
二
語
を
使
い
分
け
て
い
た
と
考
え
ら
れ

は
し
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
す
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
「
に
は
ん
」
を
対
中

国
意
識
は
明
確
な
語
、
「
ひ
の
も
と
」
を
対
中
国
意
識
は
弱
い
語
と
明
ら
か

に
し
た
の
ち
、
こ
の
よ
う
な
二
元
的
な
表
現
の
使
い
分
け
を
作
者
は
意
識
し

て
お
り
、
そ
の
意
識
は
新
し
い
内
容
の
物
語
、
字
藩
侯
物
語
や
源
氏
物
語
な

ど
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
異
郷
の
話
を
素
材
に
据
え
て
構
想
し
て
ゆ
こ
う
と

す
る
姿
勢
と
深
く
関
わ
る
も
の
だ
と
論
じ
て
い
る
。
な
か
な
か
興
味
あ
る
見

解
で
あ
る
。
小
さ
な
こ
と
ば
か
ら
出
発
し
て
、
構
想
と
い
う
大
き
な
課
題
に

迫
ろ
う
と
す
る
著
者
の
姿
勢
は
見
事
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
一
方
で
こ
れ
ほ

ど
小
さ
な
こ
と
ば
に
ま
で
意
を
用
い
た
浜
松
作
者
の
構
想
意
識
は
表
現
以
外

の
と
こ
ろ
に
も
出
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
も
っ
と
直
接
的
な
形
で
も
担
え

『
浜
松
中
納
言
物
語
の
研
究
』

る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
せ
る
。
こ
の
書
で
は
語
句
を
手

掛
り
に
し
た
論
考
に
限
ら
れ
て
い
る
が
、
今
後
ざ
ら
に
対
象
を
広
げ
ら
れ
る

こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
期
待
し
た
い
。

第
三
編
か
ら
は
、
第
一
章
「
九
百
九
十
九
人
の
王
」
の
典
拠
　
を
紹
介
し

て
お
き
た
い
。
物
語
中
に
あ
る
「
九
百
九
十
九
人
の
王
」
に
は
典
拠
が
予
想

さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
が
、
従
来
の
研
究
で
は
出
典
不
詳
と
ざ
れ
て
き
て

い
た
。
中
西
氏
は
三
宝
絵
詞
、
宝
物
集
に
同
趣
の
話
し
を
兄
い
出
さ
れ
、
仁

王
経
・
大
智
度
論
に
そ
の
源
泉
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
せ
ら
れ
た
。
今
日

定
説
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
た
ま
た
ま
出
典
を
見
つ
け
ら
れ
た
と
い
う

こ
と
で
は
な
く
、
氏
の
研
究
態
度
と
滞
進
が
し
か
ら
し
め
た
と
考
え
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
中
西
氏
の
研
究
方
法
は
、
用
例
を
博

捜
し
て
緻
密
に
考
証
し
、
立
論
に
あ
た
っ
て
は
、
広
く
先
見
の
業
績
を
ふ
ま

え
つ
つ
、
穏
当
な
見
解
を
導
き
出
そ
う
と
す
る
態
度
が
目
立
っ
て
い
る
。
地

道
な
努
力
と
調
査
が
必
要
な
態
度
で
あ
る
。
ま
た
、
後
記
に
よ
れ
ば
、
氏
は

高
等
学
校
に
在
職
中
で
、
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
部
の
顧
問
も
務
め
ら
れ
、
少
な
い

時
間
の
中
で
研
究
を
進
め
て
こ
ら
れ
た
と
い
う
。
こ
う
し
た
た
ゆ
ま
ね
努
力

と
向
学
心
の
結
果
が
、
「
九
百
九
十
九
人
の
王
」
の
典
拠
と
な
っ
て
実
を
綜

ん
だ
と
思
う
の
で
あ
る
。

以
上
第
一
縞
～
第
三
編
を
中
心
に
紹
介
し
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
語
彙
・

語
句
の
考
察
が
基
本
に
お
か
れ
て
い
る
も
の
が
多
く
、
本
書
の
一
特
徴
を
な

し
て
い
る
と
い
え
る
。
語
句
の
考
証
そ
の
も
の
が
優
れ
た
業
績
と
な
っ
て
い

る
場
合
も
あ
る
が
、
語
句
の
用
法
か
ら
作
者
の
意
識
を
探
ろ
う
と
す
る
著
者

の
意
欲
が
強
く
出
た
論
も
あ
る
。
本
文
上
の
語
句
を
も
と
に
し
て
立
諭
さ
れ

五
九
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る
の
で
あ
る
か
ら
、
手
堅
い
方
法
と
い
え
る
反
面
、
著
者
の
目
ざ
す
課
題
は
、

作
者
の
構
想
意
識
の
追
求
と
い
う
、
語
句
の
み
で
は
つ
つ
み
切
れ
な
い
課
題

で
あ
る
か
ら
、
考
察
の
対
象
の
広
が
り
を
今
後
に
期
待
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ

る
。
ま
た
、
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
を
『
源
氏
物
語
』
の
単
な
る
模
倣
で
は

な
く
、
新
た
な
文
学
の
創
造
で
あ
る
と
位
置
づ
け
て
お
ら
れ
る
が
、
今
回
の

書
で
は
構
想
を
中
心
に
と
り
あ
げ
ら
れ
、
こ
の
点
に
は
深
く
触
れ
ら
れ
て
い

な
い
。
文
学
史
的
位
置
づ
け
と
も
関
わ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
見
解
を
持
た
れ

る
の
か
、
興
味
を
お
ぼ
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
著
者
の
今
後
の
論
文
が
期
待

さ
れ
る
。

（
昭
和
5
8
年
9
月
1
5
日
、
大
学
堂
書
店
刊
。
定
価
二
〇
〇
〇
円
）

（
ぽ
ん
・
と
し
あ
き
　
本
学
教
授
）

本
学
の
白
文
専
攻
科
も
、
構
成
す
る

専
任
の
メ
ン
バ
ー
が
、
こ
こ
数
年
の
間

に
か
な
り
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。
一
昨

年
春
、
故
鷹
津
義
彦
先
生
の
後
任
と
し

て
、
芦
谷
信
和
先
生
が
ご
着
任
に
な
ら

れ
、
近
代
文
学
の
分
野
が
、
新
し
い
展

開
を
見
せ
は
じ
め
て
、
一
年
後
に
、
今

度
は
森
本
修
先
生
の
後
任
と
し
て
、
昨

そ
れ
か
ら
、
水
田
潤
先
生
が
、
昨
年

末
、
そ
の
御
専
攻
の
近
世
文
学
の
御
研

究
が
み
の
り
、
文
学
博
士
の
学
位
を
取

得
さ
れ
た
こ
と
も
、
本
学
・
本
学
会
の

地
歩
を
、
一
層
高
め
る
慶
事
と
し
て
、

会
員
一
同
喜
び
に
堪
え
な
い
と
こ
ろ
で

あ
る
。
心
か
ら
お
祝
い
を
申
上
げ
た
い
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
見
て
も
、
本
学

年
四
月
よ

り
、
新
た

に
上
田
博

先
生
を
迎

え
、
更
に

立
命
・
日
本
文
学
の
学
風
の

樹
立
に
つ
い
て

松
　
前
　
　
　
健

の
日
本
文

学
専
攻
は
、

他
大
学
よ

り
ま
し
て
、

多
士
済
々

い
う
、
一
つ
の
目
標
に
進
む
、
違
っ
た

道
程
に
す
ぎ
な
い
。

偏
見
や
、
狭
量
な
排
他
主
義
は
本
学

に
は
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
長
所
を
、
互

い
に
汲
み
取
り
な
が
ら
、
み
な
堅
実
で

客
観
的
な
実
証
性
と
、
豊
か
な
創
造
性
、

そ
れ
に
幅
広
い
視
野
を
も
っ
て
、
そ
の

研
究
領
域
を
広
げ
、
展
開
さ
せ
て
い
る
。

本
学
・
本
学
会
は
、
こ
こ
で
立
命
学

風
と
も
い
う
べ
き
、
一
つ
の
大
き
な
学

風
を
、
樹
立
・
発
展
さ
せ
る
べ
き
気
運

を
は
ら
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

一
層
の
充
実
を
見
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
れ
は
、
本
学
お
よ
び
日
本
文
学
会
の

発
展
の
た
め
に
も
、
ご
同
慶
に
堪
え
な

い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

上
田
先
生
は
、
や
は
り
近
代
専
攻
で
、

気
鋭
の
学
究
で
あ
り
、
本
学
出
身
者
で
、

会
員
の
方
々
も
よ
く
熟
知
さ
れ
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。

の
陣
容
と
な
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
特
色

あ
る
学
殖
と
方
法
論
を
も
っ
て
、
教
学

に
当
り
、
ま
た
学
界
の
大
き
な
星
と
な

っ
て
い
る
。

文
学
研
究
の
方
法
は
さ
ま
ざ
ま
あ
る
。

然
し
そ
の
ど
れ
が
正
し
く
、
ど
れ
が
誤

っ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な

い
。
そ
れ
ぞ
れ
が
文
学
の
本
質
解
明
と


