
独
歩
に
お
け
る
佐
伯

は
じ
め
に

　
国
木
田
独
歩
は
、
か
つ
て
は
、
も
っ
と
多
く
の
人
々
に
愛
読
さ
れ
て
い
た
文
学

者
で
あ
っ
た
。
が
、
今
で
は
あ
ま
り
顧
み
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
福
田
恒
存
は
そ
の

こ
と
を
『
作
家
論
』
の
中
で
、
既
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
ぼ
く
た
ち
の
ー
す
く
な
く
と
も
ぼ
く
の
ー
少
年
時
代
に
お
け
る
独

　
　
歩
の
影
響
は
、
現
代
の
読
者
の
想
像
も
つ
か
ぬ
く
ら
ゐ
大
き
な
も
の
で
あ
り

　
　
ま
し
た
。
今
日
の
若
い
世
代
に
は
、
独
歩
は
む
し
ろ
忘
れ
ら
れ
た
作
家
に
属

　
　
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
は
な
に
も
独
歩
が
古
く
な
つ
た
か
ら
で
は

　
　
な
く
、
時
代
が
混
乱
し
、
文
学
概
念
が
あ
い
ま
い
に
な
っ
て
し
ま
つ
た
か
ら

　
　
で
あ
り
ま
せ
う
。
独
歩
は
近
代
日
本
の
若
々
し
い
新
鮮
な
魂
の
流
露
を
そ
の

　
　
筆
に
託
し
た
ひ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
ま
た
そ
の
新
鮮
な
流
露
感
は
現
代
に
お

　
　
い
て
も
け
つ
し
て
古
く
な
つ
て
は
ゐ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
か
れ
の
作
品
は

　
　
い
ま
だ
に
青
少
年
の
純
粋
な
魂
を
ゆ
り
う
ご
か
す
水
遠
の
若
々
し
さ
を
も
つ

　
　
て
を
り
ま
す
。

　
右
に
引
用
し
た
福
田
の
指
摘
の
よ
う
に
、
独
歩
は
「
近
代
日
本
の
若
々
し
い
新

鮮
な
魂
」
を
表
現
し
た
文
学
者
で
あ
っ
た
。
し
か
も
彼
は
、
自
然
の
美
し
さ
を
見

事
に
描
い
て
み
せ
、
そ
の
自
然
と
調
和
し
て
生
き
る
人
間
の
生
命
を
豊
か
に
表
現

し
て
み
せ
た
文
学
者
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
意
味
に
お
い
て
、
彼
は

工
　
　
藤

茂

も
っ
と
も
現
代
的
な
文
学
者
の
一
人
だ
っ
た
と
言
っ
て
い
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ

の
国
木
田
独
歩
が
、
弟
収
二
を
伴
な
っ
て
豊
後
の
国
佐
伯
に
や
っ
て
来
だ
の
は
、

一
八
九
三
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
一
九
九
三
年
の
今
年
は
、
そ
れ
か
ら
ち
ょ
う
ど

百
年
目
に
あ
た
る
記
念
す
べ
き
年
で
あ
る
。

　
周
知
の
よ
う
に
、
佐
伯
は
独
歩
の
内
面
に
大
き
な
影
を
投
げ
か
け
た
土
地
で
あ

っ
た
。
佐
伯
に
お
け
る
独
歩
の
生
活
、
独
歩
へ
の
回
想
、
そ
の
作
品
に
つ
い
て
は
、

既
に
小
野
茂
樹
著
『
若
き
日
の
国
木
田
独
歩
』
（
昭
和
三
四
年
・
ア
ポ
ロ
ン
社
刊
）

に
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
拙
稿
で
は
、
彼
の
内
面
に
形
成
さ
れ
て
い

っ
た
、
文
学
空
間
と
し
て
の
佐
伯
に
つ
い
て
考
え
て
い
っ
て
み
た
い
。

　
　
　
　
　
　
一

　
一
八
九
三
年
（
明
治
二
十
六
年
）
九
月
三
十
日
正
午
、
国
木
田
哲
夫
は
私
立
学

校
鶴
谷
学
館
の
英
語
教
師
久
代
孝
次
郎
の
後
任
と
し
て
佐
伯
に
到
着
し
た
。
『
欺
か

ざ
る
の
記
』
の
十
月
一
日
の
項
に
彼
は
そ
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

　
　
　
二
十
九
日
午
後
（
三
ケ
浜
）
乗
船
、
三
十
日
正
午
佐
伯
着
、
（
略
）
午
後
収

　
　
二
と
共
に
近
郊
を
漫
歩
し
高
き
に
上
り
て
遠
望
す
れ
ば
佐
伯
市
眼
底
に
あ
つ

　
　
ま
る
、
（
略
）

　
右
の
引
用
で
分
か
る
よ
う
に
、
彼
は
佐
伯
に
着
く
や
い
な
や
、
早
速
弟
修
二
を

伴
っ
て
近
郊
を
歩
き
、
城
山
と
思
わ
れ
る
所
に
上
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ

１



う
な
散
策
は
枝
が
佐
伯
に
滞
在
し
て
い
る
間
中
、
し
き
り
に
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
東
伯
三
日
目
の
記
は
、
以
下
の
通
り
。

　
　
　
二
日

　
　
　
　
（
略
）
坂
本
永
年
氏
東
ル
、
午
後
三
時
節
谷
学
館
に
行
平
幹
事
の
諸
氏
と

　
　
学
課
の
事
に
就
き
相
談
す
る
処
あ
り

　
右
に
坂
本
永
年
氏
と
あ
る
の
は
、
元
佐
伯
毛
列
藩
の
家
老
で
、
当
時
節
谷
学
館

の
幹
事
（
明
治
二
十
八
年
学
館
長
）
を
し
て
い
た
人
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
し
て
佐
伯
の
生
活
を
始
め
た
哲
夫
は
、
そ
の
翌
年
の
八
月
一
目
佐
伯
を
発
つ
ま

で
、
約
十
か
月
の
間
佐
伯
に
滞
在
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
枝
が
佐
伯
に
来
た
経
緯
に
つ
い
て
は
、
既
に
書
か
れ
た
も
の
が
多
い
の
で
、
こ

こ
で
は
詳
説
し
な
い
。
た
だ
、
『
欺
か
ざ
る
の
記
』
に
よ
る
と
、
彼
が
佐
伯
に
来
る

に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

　
明
治
二
十
六
年
三
月
十
九
日
の
記
に
「
吾
断
然
文
筆
の
人
た
る
可
き
や
、
政
治

の
人
た
る
可
き
や
の
疑
問
は
吾
を
五
里
霧
中
に
迷
は
し
む
」
と
あ
り
、
二
十
日
の

項
に
は
「
吾
は
教
師
を
希
望
す
。
吾
に
出
来
る
丈
け
の
教
師
た
る
可
し
、
人
生
の

批
評
は
吾
が
事
業
た
る
可
し
」
と
あ
り
、
さ
ら
に
二
十
一
日
の
記
に
は
「
昨
夜
吾

は
断
然
文
学
を
以
て
世
に
立
た
ん
こ
と
を
決
心
せ
り
。
則
ち
「
人
間
の
教
師
」
と

し
て
吾
が
力
に
能
よ
だ
け
を
務
め
て
此
の
世
を
終
る
こ
と
は
最
も
吾
が
命
運
に
適

し
、
吾
が
生
を
値
す
る
を
信
じ
た
り
（
略
）
吾
は
自
ら
大
な
る
名
誉
高
き
文
学
者

を
希
望
す
る
に
非
ず
、
文
筆
を
以
て
小
学
校
教
師
た
る
を
得
ば
甘
ず
べ
し
、
只
だ

ヒ
ュ
マ
ニ
テ
ィ
ー
の
自
然
の
声
を
聞
き
、
愛
と
誠
と
労
働
の
真
理
を
吾
が
能
く
す

る
だ
け
世
に
教
ゆ
る
を
得
ば
吾
が
望
み
足
れ
り
」
と
あ
る
。

　
当
時
枝
は
自
分
の
将
来
に
つ
い
て
真
剣
に
思
い
悩
ん
で
い
た
。
そ
し
て
、
そ
の

結
果
、
人
間
の
教
師
た
る
文
学
者
へ
の
道
を
選
択
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
。
だ
が
、

同
時
に
枝
は
、
社
会
の
生
活
者
に
も
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　
　
　
七
月
三
十
日

　
　
植
村
氏
と
会
話
、
わ
が
職
業
に
就
て
同
情
を
表
せ
ら
る
ゝ
も
Ｇ
Ｐ
Ｊ
］
、
曰

　
　
く
な
る
可
く
田
舎
に
帰
る
勿
れ
東
京
に
留
ま
れ
と

　
　
　
八
月
一
日

　
　
中
利
尿
太
郎
氏
よ
り
書
状
来
り
、
福
島
民
報
入
社
を
す
ゝ
め
ら
る
直
ち
に
徳

　
　
富
氏
に
書
を
送
り
て
相
談
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
欺
か
ざ
る
の
記
』
）

　
早
稲
田
以
来
の
友
人
中
利
か
ら
就
職
を
紹
介
さ
れ
た
哲
夫
は
徳
富
猪
一
郎
に
相

談
す
る
。
徳
富
か
ら
の
返
事
は
三
日
に
届
く
。
そ
の
手
紙
に
は
、
新
聞
記
者
た
ら

ん
と
欲
せ
ば
一
日
も
早
く
地
方
に
行
け
、
一
年
地
方
で
腕
を
錬
り
、
そ
れ
か
ら
東

京
に
打
っ
て
出
土
民
友
社
に
入
れ
た
け
れ
ど
そ
の
余
裕
な
し
、
来
週
面
談
せ
ん
、

と
書
い
て
あ
っ
た
。
そ
こ
で
哲
夫
は
植
村
正
久
の
と
こ
ろ
に
、
な
ん
と
か
東
京
で

独
り
生
活
す
る
職
は
な
い
か
と
相
談
に
行
く
。
し
か
し
、
思
わ
し
い
返
事
は
得
ら

れ
な
か
っ
た
。

　
そ
の
月
の
下
旬
、
父
か
ら
の
手
紙
を
貰
っ
た
哲
夫
は
、
い
よ
い
よ
追
い
込
ま
れ

て
し
ま
う
。

　
　
　
八
月
二
十
八
日

　
　
父
よ
り
書
状
あ
り
、
愈
々
免
職
の
田
中
来
ル
、
来
月
の
学
費
は
送
り
難
き
由
、

　
　
母
非
常
に
苦
心
の
田
、
中
来
ル

　
　
わ
れ
自
ら
の
悲
劇
は
そ
ろ
く
始
ま
ら
ん
と
す
る
也
。

　
　
　
八
月
二
十
九
日

　
　
午
前
徳
富
猪
一
郎
氏
を
訪
ふ
、
之
れ
職
業
に
付
き
依
頼
す
る
処
あ
れ
ば
な
り
。

　
　
至
急
周
旋
の
労
を
と
る
可
き
を
だ
く
せ
ら
る
。

　
　
　
九
月
一
目

　
　
昨
口
中
利
尿
太
郎
氏
よ
り
書
状
来
、
民
報
礼
、
猶
ほ
人
な
し
、
来
り
た
く
ば

　
　
来
れ
と
。

　
　
　
九
月
五
日

　
　
良
友
社
に
徳
富
氏
を
訪
問
す
。
大
分
県
に
教
師
と
し
て
行
く
可
き
を
す
ゝ
め

　
　
ら
る
、
矢
野
文
雄
氏
へ
推
薦
状
を
与
へ
ら
る
。

　
　
　
九
月
六
日

　
　
午
前
矢
野
文
雄
氏
を
訪
ふ
て
教
師
に
つ
き
相
談
す
る
処
あ
り
。

２-



　
　
　
九
月
十
目

　
　
そ
れ
よ
り
植
村
正
久
氏
を
訪
よ
、
（
略
）
又
た
余
が
目
下
の
処
置
に
付
相
談
あ

　
　
り
。
若
し
大
分
に
行
か
ぬ
な
ら
ば
東
京
に
留
ま
り
日
本
評
論
の
編
輯
を
為
し

　
　
て
は
如
何
と
す
ゝ
め
ら
る
。

　
　
　
九
月
十
二
日

　
　
本
日
。
午
前
中
刻
確
太
郎
氏
よ
り
書
状
あ
り
。
民
報
礼
、
人
を
要
し
君
を
待

　
　
つ
こ
と
急
な
り
と
告
ぐ
。
則
ち
矢
野
文
雄
氏
に
書
状
を
以
て
大
分
教
師
の
成

　
　
否
を
問
合
は
す
。

　
右
に
引
用
し
て
き
た
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
哲
夫
が
大
分
へ
行
く
こ
と
に
決
っ

た
の
は
、
九
月
十
七
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
九
月
十
九
日
の
記
に
、
「
前
記

は
十
七
日
に
認
め
し
也
。
認
め
終
は
り
て
直
ち
に
矢
野
文
雄
氏
に
行
く
。
意
々
大

分
に
教
師
と
し
て
参
る
こ
と
に
決
す
」
と
書
か
れ
て
い
る
。

　
九
月
四
日
に
中
桐
確
太
郎
宛
に
出
し
た
手
紙
に
よ
る
と
、
大
分
県
の
教
師
の
口

は
月
給
が
二
十
五
円
と
あ
る
。
そ
れ
に
続
け
て
哲
夫
は
、
「
若
し
小
生
が
断
言
せ
る

約
束
よ
り
言
へ
ば
無
論
民
報
礼
の
方
に
参
る
が
当
然
に
峡
へ
共
小
生
目
下
の
事
情

な
る
可
く
俸
給
の
多
分
を
望
む
時
に
峡
間
寧
ろ
教
師
の
方
に
致
し
度
き
は
小
生
の

願
ひ
に
峡
」
と
書
い
て
い
る
。
こ
の
最
後
の
と
こ
ろ
「
寧
ろ
教
師
の
方
に
致
し
度

き
は
小
生
の
願
ひ
に
峡
」
と
い
う
箇
所
に
、
私
は
注
目
し
た
い
。
先
に
引
用
し
た

三
月
十
九
日
、
二
十
日
、
二
十
一
日
の
記
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
彼
は
「
人
間
の

教
師
」
と
な
る
こ
と
を
希
望
し
て
い
た
の
だ
か
ら
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
哲
夫
は
大
分
県
佐
伯
に
や
っ
て
束
た
が
、
末
梢
前
か
ら
彼
は

自
分
の
天
職
が
詩
人
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
明
治
二
十
六
年
八
月
二
日
の
記
に

彼
は
、
「
余
は
自
分
の
天
職
が
詩
人
な
る
こ
と
を
疑
は
ず
。
神
は
必
ず
之
れ
を
命
じ

給
ふ
」
と
書
き
つ
け
、
そ
の
理
由
を
「
務
む
可
き
は
未
来
に
来
る
時
代
を
教
ゆ
る

こ
と
也
。
余
は
顧
み
て
、
多
少
、
教
ゆ
可
き
者
を
自
ら
有
す
る
と
信
ず
。
余
は
教

へ
ざ
る
を
得
ず
。
ア
さ
栄
は
詩
人
た
ら
ざ
る
を
得
ざ
る
也
」
と
書
い
て
い
る
。
彼

の
理
念
に
お
い
て
は
教
師
と
詩
人
、
教
師
と
文
学
者
は
同
一
概
念
だ
っ
た
の
で
あ

る
。

一

一

　
佐
伯
に
着
い
た
哲
夫
が
、
東
京
に
い
る
早
稲
田
以
来
の
友
大
田
村
三
池
宛
に
出

し
た
十
月
一
ロ
付
の
は
が
き
に
は
、
「
昨
日
正
午
佐
伯
着
、
京
を
発
し
て
よ
り
遥
遥

百
端
、
多
感
の
小
生
、
或
は
失
望
し
或
は
憤
起
し
感
慨
千
緒
。
（
賂
）
」
と
記
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
、
中
桐
確
太
郎
宛
同
日
付
の
手
紙
に
も
、
「
三
十
日
正
午
満
腹
の
不

平
を
殺
し
て
佐
伯
に
入
り
ぬ
」
と
い
う
文
字
が
見
え
て
い
る
。
し
か
し
、
彦
根
の

大
久
保
余
所
五
郎
に
宛
て
た
十
月
六
日
付
の
手
紙
に
は
、
「
佐
伯
は
山
水
の
風
景
に

は
意
外
に
富
み
山
あ
り
河
あ
り
海
あ
り
郊
外
の
散
歩
に
至
極
妙
に
候
　
食
物
は
魚

類
沢
山
ゆ
へ
毎
日
さ
し
身
の
馳
走
あ
り
滋
養
に
は
差
つ
か
へ
御
座
な
く
候
」
と
、

佐
伯
へ
の
好
感
を
記
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
彼
の
失
望
、
不
満
は
佐
伯
へ
の
も
の

で
は
な
く
、
お
そ
ら
く
東
京
に
生
活
す
る
に
十
分
な
職
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と

に
、
そ
の
端
を
発
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
翌
明
治
二
十
七
年
二
月
十
日
、
十
七
日
、

二
十
一
目
、
二
十
六
日
の
『
欺
か
ざ
る
の
記
』
に
見
ら
れ
る
、
粕
谷
学
館
の
一
部

生
徒
に
よ
る
反
国
本
田
運
動
に
遭
遇
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
は
そ
の
晩
年
ま

で
佐
伯
に
思
い
を
寄
せ
て
い
た
。
独
歩
南
湖
院
入
院
中
の
談
話
を
、
百
出
青
果
が

筆
記
し
た
「
病
休
録
」
に
は
、
「
武
蔵
野
」
の
美
を
教
え
て
く
れ
た
ツ
ル
ゲ
ネ
ー
フ

に
つ
い
て
「
余
は
最
早
ツ
ル
ゲ
ネ
ー
フ
に
飽
け
り
」
と
語
っ
て
い
る
の
に
、
佐
伯

を
一
つ
の
文
学
空
間
に
変
え
た
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
に
つ
い
て
は
、
「
余
は
ウ
オ
ヅ
オ
ル

ス
に
負
ふ
と
こ
ろ
多
し
。
（
略
）
余
の
佐
伯
時
代
は
ウ
オ
ル
ヅ
オ
ル
ス
の
崇
拝
没
頭

時
代
な
り
」
と
述
べ
、
言
外
に
佐
伯
に
対
す
る
思
い
を
現
し
て
い
る
。
こ
の
思
い

が
も
っ
と
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
は
、
明
治
四
十
年
一
月
一
日
、
『
新
古
文
林
』
三

巻
一
号
に
発
表
さ
れ
た
「
我
は
如
何
に
し
て
小
説
家
と
な
り
し
か
」
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
独
歩
は
佐
伯
の
こ
と
を
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
（
略
）
矢
野
龍
渓
先
生
の
推
薦
で
先
生
の
郷
里
、
豊
後
の
佐
伯
で
英
語
の
散

　
　
師
を
や
っ
て
一
年
計
り
居
ま
し
た
。
此
静
間
な
る
一
年
間
に
自
分
は
全
く
自

　
　
然
の
愛
好
者
と
な
り
、
崇
拝
者
と
な
り
、
ヲ
ー
ズ
ヲ
ー
ス
信
者
と
な
り
、
明
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け
て
も
暮
て
も
渓
流
、
山
岳
、
村
落
、
漁
村
を
遍
ぐ
り
歩
き
、
渓
を
横
ぎ
る

　
　
雲
に
想
を
馳
せ
、
森
に
響
く
小
鳥
の
声
に
心
を
奪
は
れ
、
そ
し
て
同
時
に
、

　
　
　
『
牛
肉
と
馬
鈴
薯
』
（
自
分
の
書
い
た
小
説
）
の
主
人
公
、
岡
本
城
夫
の
煩
悶
と

　
　
同
じ
煩
悶
を
続
け
て
居
ま
し
た
（
略
）

　
独
歩
は
こ
の
翌
年
（
明
治
四
十
一
年
）
に
病
没
す
る
。
従
っ
て
彼
の
内
面
に
は

そ
の
死
の
直
前
ま
で
、
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
詩
の
世
界
と
重
な
る
佐
伯
と
い
う
空
間

が
存
在
し
て
い
た
と
言
っ
て
も
い
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
二
つ
の
空
間
を
作
品
の
中

に
定
着
し
た
の
が
、
「
小
春
」
と
い
う
小
品
で
あ
る
。
「
小
春
」
は
明
治
三
十
三
年

十
一
月
、
つ
ま
り
、
彼
が
明
治
二
十
七
年
に
佐
伯
を
去
っ
て
か
ら
六
年
後
に
作
ら

れ
た
小
品
で
あ
る
。
そ
こ
に
彼
は
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
詩
、
「
テ
ィ
ン
タ
ン
寺
よ
り
数

マ
イ
ル
上
流
に
て
詠
め
る
詩
」
の
語
句
を
引
用
し
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
書
い
て

い
る
。

　
　
　
『
月
光
を
し
て
汝
の
逍
遥
を
照
ら
さ
し
め
』
、
自
分
は
夜
と
な
く
朝
と
な
く
山

　
　
と
な
く
野
と
な
く
殆
ど
一
年
の
歳
月
を
逍
遥
に
暮
ら
し
た
。
『
山
谷
の
風
を
し

　
　
て
恣
に
汝
を
吹
か
し
め
よ
』
、
自
分
は
我
が
情
と
我
が
身
と
を
投
出
し
て
自
然

　
　
の
懐
に
任
か
し
た
。
敢
え
て
佐
伯
を
以
て
湖
畔
詩
人
の
湖
国
と
同
一
と
は
日

　
　
は
な
い
。
然
し
湖
国
の
風
土
を
銃
し
て

　
　
　
　
此
処
に
は
雨
、
心
よ
り
降
り
、
晴
る
上
符
、
一
段
眩
ゆ
き
天
気
を
現
し
、

　
　
　
鳴
ら
ざ
り
し
泉
は
鳴
り
、
響
か
ざ
り
し
滝
は
響
き
、
泉
も
滝
も
、
水
溢
る

　
　
　
れ
ど
も
少
し
も
濁
ら
ず
、
波
も
泡
も
澄
み
渡
り
青
味
を
帯
べ
り
、

　
　
と
ヲ
ー
ズ
ヲ
ル
ス
が
言
ひ
し
を
真
と
す
れ
ば
我
が
佐
伯
も
実
に
其
通
り
で
あ

　
こ
こ
に
は
独
歩
の
内
面
に
お
け
る
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
詩
の
世
界
と
佐
伯
と
の
合

体
が
あ
る
。
も
っ
と
も
独
歩
は
そ
の
後
に
、
「
し
か
し
強
て
我
が
佐
伯
を
ヲ
ー
ズ
ヲ

ル
ス
の
湖
国
と
対
照
す
る
必
要
は
な
い
。
（
略
）
ヲ
ー
ズ
ヲ
ル
ス
は
、
決
し
て
写
実

的
に
自
然
を
観
て
其
詩
中
に
湖
国
の
地
誌
と
山
川
草
木
を
説
い
た
の
で
は
な
く
、

た
ｙ
自
然
其
物
の
表
象
変
化
を
観
て
其
真
髄
の
美
観
を
詠
じ
た
の
で
あ
る
か
ら
」

と
断
わ
っ
た
上
で
、
「
た
だ
Ｔ
百
す
る
、
『
自
分
が
真
に
ヲ
ー
ズ
ヲ
ル
ス
を
読
ん
だ

は
佐
伯
に
居
る
時
で
、
自
分
が
尤
も
深
く
自
然
に
動
か
さ
れ
た
の
は
佐
伯
に
於
て

ヲ
ー
ズ
ヲ
ル
ス
を
読
ん
だ
時
で
あ
る
』
と
い
ふ
こ
と
を
」
と
強
調
し
て
書
き
留
め

て
い
る
。

　
こ
の
小
品
「
小
春
」
の
「
四
」
に
は
、
さ
ら
に
彼
が
佐
伯
時
代
に
書
き
留
め
て

お
い
た
日
記
が
引
用
さ
れ
る
。
明
治
二
十
六
年
十
一
月
三
日
の
記
、
二
十
二
目
の

夜
、
二
十
六
日
の
記
。
こ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
、
『
欺
か
ざ
る
の
記
』
の
十
一
月
四
日
、

二
十
六
日
、
二
十
七
日
の
順
に
記
録
さ
れ
て
い
る
も
の
の
文
学
化
で
あ
る
。
少
し

長
い
引
用
に
な
る
が
、
二
十
六
日
の
記
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。

　
『
欺
か
ざ
る
の
記
』
十
一
月
二
十
七
日

　
「
昨
日
は
日
曜
日
、
午
前
、
二
十
六
日
の
日
記
を
書
し
了
は
り
て
教
会
堂
に
出

席
す
。
た
ま
く
コ
リ
ン
タ
前
書
十
六
章
を
読
む
、
コ
票
の
懇
話
を
試
む
、
な
ん

ぢ
ら
の
目
を
醒
し
堅
く
信
仰
に
立
ち
丈
夫
の
如
く
剛
か
れ
の
句
に
就
て
語
る
。
午

後
収
二
と
共
に
上
河
内
村
を
訪
ふ
。
堅
田
墜
道
の
前
、
左
に
小
路
に
き
り
小
山
の

間
の
小
坂
を
越
ゆ
れ
ば
一
軒
の
農
家
、
山
の
麗
に
在
り
。
一
個
の
男
二
個
の
少
女
、

一
個
の
妻
、
麦
撒
き
の
上
作
り
居
た
り
。
少
年
あ
り
同
じ
く
此
家
族
の
Ｔ
人
な
る

可
し
、
藁
の
積
み
重
ね
し
間
よ
り
頭
差
し
出
し
て
人
々
の
働
く
を
眺
め
居
た
り
。

渡
を
渡
り
て
広
き
野
に
出
づ
、
農
夫
野
に
出
づ
る
者
多
し
。
麦
撒
き
の
忙
が
し
き

時
ゆ
へ
女
子
皆
な
男
と
共
に
働
き
居
た
り
。

山
の
麗
に
見
ゆ
る
一
村
は
其
の
谷
に
迫
ま
り
て
他
所
と
並
ば
ず
特
別
に
世
よ
り
離

れ
て
一
打
を
作
る
如
く
見
ゆ
る
が
故
、
遠
く
よ
り
望
み
て
何
と
な
く
懐
し
く
な
り

し
也
。
宴
て
山
の
頂
よ
り
眺
め
し
時
、
煙
立
ち
昇
る
を
見
て
已
に
何
と
な
く
懐
か

し
か
り
し
也

村
に
近
く
に
つ
れ
て
農
夫
等
野
に
在
る
を
見
た
り
。
犬
吾
等
を
見
慣
れ
ず
、
甚
だ

吠
ゆ

打
は
村
な
り
、
懐
か
し
き
打
な
り
。
小
供
等
の
遊
ぶ
に
遇
ひ
ぬ
。
馬
の
噺
く
を
聞

き
ぬ
。
而
も
甚
だ
静
か
な
る
を
感
じ
ぬ
。
壮
丁
庭
先
き
に
何
事
か
働
き
居
た
る
を

見
ぬ
。
井
戸
の
傍
に
少
女
を
見
た
り
。
水
枯
れ
し
小
川
の
岸
に
梅
の
古
木
並
び
立

ち
ぬ
。
柿
果
星
の
如
く
其
間
に
点
ず
を
見
た
り
。
紅
葉
燃
ゆ
る
如
く
一
叢
の
竹
林
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の
間
に
樹
つ
を
見
た
り
。

此
村
、
吾
を
し
て
同
情
を
以
て
人
類
の
住
所
と
し
て
観
せ
し
め
よ
。
想
ふ
に
種
々

の
悲
し
き
、
貴
き
、
深
き
物
語
は
此
裡
に
在
ら
ん
。
生
死
も
此
村
に
は
見
舞
よ
な

り
。
時
代
も
此
村
を
運
ぶ
な
り
、
恋
、
恨
、
欲
、
義
、
友
愛
、
義
理
、
皆
此
村
に

在
る
な
り
。
如
何
な
る
楽
ぞ
、
北
村
の
若
者
は
夢
む
な
る
。
何
事
な
る
希
望
ぞ
北

村
の
乙
女
は
夢
む
な
る
、
深
夜
此
村
に
集
ま
る
天
使
幾
人
、
悪
魔
幾
人
、
詩
神
果

し
て
何
れ
の
時
か
此
村
の
家
々
を
音
の
ふ
ぞ
、
春
か
秋
か
、
夏
か
将
だ
冬
か
、
嗚

呼
此
村
に
生
滅
せ
し
魂
よ
今
爾
何
処
に
在
る
、

益
り
奥
深
く
分
け
入
れ
ば
村
窮
ま
り
て
只
渓
流
の
み
ぞ
愈
り
谷
深
く
流
れ
来
る
な

り
。
流
に
沿
ふ
て
上
る
、
石
に
腰
掛
け
足
の
下
に
咽
ぶ
水
流
を
聞
き
、
山
谷
の
幽

遠
な
る
を
聞
き
、
小
鳥
の
林
間
に
嚇
ず
る
を
聞
く
。
か
く
し
て
自
然
に
近
き
ぬ
。

帰
路
夕
陽
野
に
満
つ
。
白
帆
を
河
流
に
孕
ま
し
上
流
に
の
ぼ
る
舟
も
あ
り
。
舟
の

人
よ
、
御
身
遠
が
家
は
何
処
ぞ
、
御
身
遠
の
物
語
、
語
り
聞
か
せ
し
、
此
河
を
の

ぼ
り
下
り
す
る
人
已
に
幾
人
、
河
依
然
と
し
て
流
れ
、
人
自
ら
老
ゆ
。
さ
れ
ど
人

情
の
至
妙
は
老
ひ
ざ
る
也
。
美
は
亡
び
ざ
る
也
。
人
の
永
久
の
生
命
は
老
ゆ
る
こ

と
な
し
ゴ

　
佐
伯
の
生
活
を
記
し
か
右
の
文
章
は
、
「
小
春
」
に
文
学
化
さ
れ
る
と
次
の
よ
う

に
な
る
。

　
　
　
午
後
上
河
内
を
訪
ふ
。
堅
田
随
道
の
前
を
左
に
小
径
を
き
り
坂
を
越
ゆ
れ

　
　
ば
一
軒
の
農
家
、
山
の
麗
に
在
り
。
一
個
の
男
、
一
個
の
妻
、
二
個
の
少
女

　
　
麦
の
肥
料
を
丸
め
居
た
り
。
少
年
あ
り
、
藁
を
積
み
重
ね
し
間
よ
り
頭
を
出

　
　
し
て
四
人
の
者
が
余
念
な
く
仕
事
す
る
を
余
念
な
く
眺
め
居
た
り
。
渡
頭
を

　
　
渡
り
て
広
き
野
に
出
づ
。
野
は
麦
撒
に
忙
が
し
く
女
子
皆
な
男
子
と
共
に
働

　
　
き
居
た
り
。
山
の
麗
に
見
ゆ
る
は
上
河
内
村
な
り
、
谷
迫
り
て
一
貫
区
を
為

　
　
し
殊
さ
ら
に
世
と
離
れ
て
立
つ
か
の
如
く
見
ゆ
、
嘗
て
山
の
頂
よ
り
遠
く
北

　
　
村
を
望
み
炊
煙
の
立
ち
の
ぼ
る
を
見
て
此
村
懐
か
し
く
我
は
感
じ
ぬ
。
村
に

　
　
近
づ
く
に
つ
れ
て
農
夫
等
多
く
野
に
在
る
を
見
た
り
。
静
け
き
村
な
る
か
な
。

　
　
小
児
の
群
れ
の
嬉
戯
せ
る
に
遇
ひ
ぬ
。
馬
高
く
噺
く
を
聞
き
ぬ
。
さ
れ
ど
Ｉ

　
　
村
寂
然
た
り
。
我
は
古
き
物
語
の
村
に
入
る
が
如
き
心
地
せ
り
。
若
者
一
個

　
　
庭
前
に
て
何
事
を
か
為
し
つ
こ
め
る
を
見
る
。
蹄
多
き
路
に
沿
ひ
だ
る
井
戸

　
　
の
傍
に
少
女
あ
り
。
水
枯
れ
し
小
川
の
岸
に
幾
株
の
老
梅
並
び
樹
て
り
、
柿

　
　
の
実
、
星
の
ご
と
く
此
梅
樹
の
際
よ
り
現
は
る
。
紅
葉
大
の
ご
と
く
燃
え
て

　
　
一
叢
の
竹
林
を
照
ら
す
。
益
々
奥
深
く
分
け
入
れ
ば
村
窮
ま
り
て
唯
渓
流
の

　
　
水
漬
く
樹
林
の
陰
よ
り
走
出
づ
る
あ
る
の
み
。
帰
路
夕
陽
野
に
み
つ
。

　
　
『
欺
か
ざ
る
の
記
』
の
文
章
か
ら
、
真
に
必
要
と
す
る
と
こ
ろ
だ
け
を
抜
き
出

し
、
短
い
セ
ン
テ
ン
ス
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
こ
の
文
章
は
、
彼
の
内
面
に
異
化

さ
れ
た
文
学
空
間
の
佐
伯
だ
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
同
時
に
こ
の
空
間
は
、
「
今
は

自
然
を
観
る
こ
と
を
学
ぴ
た
り
。
今
や
人
情
の
幽
音
悲
調
に
耳
を
傾
け
た
り
。
今

や
落
日
、
大
洋
、
清
風
、
蒼
天
、
人
心
を
一
貫
し
て
流
動
す
る
所
の
も
の
を
感
得

し
た
り
」
と
い
う
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
視
点
に
重
な
る
独
歩
の
眼
に
よ
っ
て
把
え
ら

れ
た
も
の
で
も
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
三

　
　
「
小
春
」
の
コ
」
に
「
こ
れ
を
手
に
入
れ
た
は
既
に
八
年
前
の
こ
と
、
忘
れ

も
せ
ぬ
九
月
二
十
一
日
の
夜
で
あ
っ
た
」
と
あ
る
よ
う
に
、
国
木
田
哲
夫
が
ワ
ー

ズ
ワ
ー
ス
詩
集
を
入
手
し
た
は
明
治
二
十
五
年
九
月
二
十
一
日
の
こ
と
で
あ
っ

た
。
塩
田
良
平
は
「
解
説
」
に
「
た
だ
こ
の
年
九
月
、
は
じ
め
て
ジ
ョ
ン
・
モ
レ

イ
の
解
題
に
よ
る
マ
ク
ミ
ラ
ン
版
ワ
ー
ズ
ワ
ス
詩
集
を
人
手
し
、
こ
れ
が
彼
の
文

学
観
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
「
田
家
文
学
と
は
何
ぞ
」

　
（
「
青
年
文
学
」
明
二
五
・
一
回
は
、
こ
の
モ
レ
イ
の
ワ
ー
ズ
ワ
ス
観
に
よ
る
こ

と
が
多
い
」
と
書
い
て
い
る
。
塩
田
の
指
摘
す
る
「
田
家
文
学
と
は
何
ぞ
」
を
見

る
と
、
彼
の
ワ
ー
ズ
フ
ー
ス
受
容
の
あ
り
方
が
分
か
る
。
哲
夫
は
「
文
人
其
の
思

想
を
田
家
の
裡
よ
り
求
め
、
之
れ
を
現
は
す
に
田
家
の
材
料
を
以
て
し
た
る
者
」

を
田
家
詩
人
と
見
な
し
、
「
ウ
ォ
ル
ズ
ウ
ォ
ル
ス
は
何
人
ぞ
。
吾
人
思
ふ
に
、
渠
も

亦
一
個
の
田
家
詩
人
な
り
」
と
す
る
。
そ
し
て
、
「
ウ
ォ
ル
ズ
ウ
ォ
ル
ス
に
取
り
て
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は
帝
位
、
戦
争
、
地
獄
、
天
堂
よ
り
も
賤
が
伏
屋
、
谷
の
小
が
わ
、
森
、
或
は
岳

陵
の
方
、
意
味
深
か
４
Ｄ
］
な
り
、
渠
の
最
上
の
傑
作
と
言
は
れ
た
る
、
彼
の
ミ

カ
エ
ル
は
即
ち
老
牧
者
の
小
話
に
過
ぎ
ず
、
ソ
リ
タ
リ
ー
、
リ
ー
パ
ー
は
即
ち
い

な
か
娘
の
麦
刈
の
み
」
だ
と
言
い
、
「
渠
は
詩
眼
を
以
て
『
人
間
は
如
何
に
生
活
す

可
き
か
』
｛
７
ｏ
ｌ
ど
｝
男
心
）
て
ふ
問
題
に
付
て
感
得
し
た
る
理
想
を
ば
、
詩
情
を

以
て
詩
文
に
現
は
し
以
て
同
胞
人
類
を
真
理
と
善
徳
に
導
く
可
き
使
命
を
有
す
る

者
」
だ
と
見
な
す
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
詩
人
の
態
度
は
、
そ
の

ま
ま
『
欺
か
ざ
る
の
記
』
に
刻
ま
れ
て
い
く
哲
夫
の
人
生
態
度
だ
と
言
っ
て
も
い

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ほ
ど
彼
は
、
こ
の
詩
集
の
影
響
を
受
け
た
の
で
あ
っ

た
。
と
い
う
よ
り
も
、
彼
の
資
質
に
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
と
共
通
す
る
も
の
が
あ
っ
た

と
言
っ
た
方
が
、
よ
り
正
確
な
の
か
も
知
れ
な
い
。

　
彼
に
は
も
う
一
つ
、
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
を
論
じ
た
「
ウ
ォ
ー
ズ
ヲ
ー
ス
の
自
然
に

対
す
る
詩
想
」
と
い
う
小
論
か
お
る
。
明
治
三
十
一
年
四
月
の
『
国
民
之
友
』
（
二

二
巻
三
六
八
号
）
に
掲
載
さ
れ
た
こ
の
小
論
の
内
容
は
、
こ
の
年
よ
り
二
年
後
に

書
か
れ
る
「
小
春
」
と
重
な
る
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
論
で
あ
る
。
そ
の
前
半
蔀
に
彼
は
、

ワ
ー
ズ
フ
ー
ス
を
自
然
の
詩
人
と
い
う
け
れ
ど
も
、
我
が
国
の
歌
人
が
花
鳥
風
月

に
浮
か
れ
る
の
と
同
一
視
し
て
は
な
ら
な
い
。
彼
の
は
「
自
然
の
美
の
力
を
信
ず

る
」
の
で
あ
り
、
「
自
然
の
奥
に
は
神
」
か
お
る
の
だ
と
断
っ
た
上
で
、
こ
の
詩
人

に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

　
　
　
（
略
）
彼
の
自
然
に
対
す
る
や
、
先
づ
深
く
自
然
よ
り
受
け
た
る
美
の
力
を

　
　
感
じ
、
共
感
化
を
自
覚
し
、
而
し
て
後
ち
其
力
を
信
じ
、
而
し
て
後
ち
之
れ

　
　
を
賛
美
し
、
之
れ
を
詠
じ
、
之
れ
を
主
張
し
た
る
が
如
し
。
乃
も
彼
は
哲
学

　
　
者
の
如
く
最
初
よ
り
智
を
以
て
自
然
に
入
ら
ず
、
情
に
由
て
感
得
し
、
然
る

　
　
後
ち
之
れ
を
思
ひ
之
れ
を
信
じ
、
然
る
後
ち
之
れ
を
益
ｔ
愛
し
た
る
が
如
し
。

　
　
　
（
略
）

　
こ
こ
に
は
、
哲
学
者
で
も
宗
教
家
で
も
な
い
、
詩
人
と
し
て
の
ワ
ー
ズ
フ
ー
ス

の
特
色
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
特
質
は
ま
た
、
文
学
者
独
歩
と
共
通

す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
右
の
小
論
は
発
表
さ
れ
た
日
付
か
ら
考
え
て
、
彼
の
佐
伯
体
験
以

後
に
書
か
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
以
前
に
書
い
た
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
に
関

す
る
一
文
が
『
欺
か
ざ
る
の
記
』
明
治
二
十
六
年
九
月
十
二
日
の
項
に
見
え
て
い

る
。
重
要
な
内
容
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
左
に
引
用
し
て
み
よ
う
。

　
　
昨
日
午
前
「
自
然
」
に
就
き
考
究
す
る
所
あ
り
。
ウ
ォ
ー
ズ
ウ
ォ
ー
ス
の
詩

　
　
を
唱
す
。
自
然
を
思
ふ
て
人
生
を
思
ひ
、
人
生
を
思
ふ
て
自
然
を
思
ひ
、
而

し
て
人
間
を
思
ふ
、
実
に
之
れ
ウ
ォ
ー
ズ
ウ
ォ
ー
ス
の
思
想
の
粋
な
り
。
彼

に
在
り
て
は
自
然
の
意
と
人
生
の
義
と
決
し
て
分
離
す
可
か
ら
ざ
る
な
り
。

故
に
草
花
、
雲
雀
、
泉
流
、
平
野
、
胡
蝶
、
妊
娠
悉
く
神
の
黙
示
た
り
人
生

　
　
の
秘
奥
た
る
也
。
吾
亦
近
来
思
ふ
て
自
然
に
対
す
る
蓋
し
ウ
ォ
ー
ズ
ウ
ォ
ー

　
　
ー

　
　
ス
の
境
に
遠
か
ら
ざ
る
に
至
り
た
る
を
信
ず
。
自
然
！
・
　
今
は
意
味
深
き
者

　
　
と
な
り
ぬ
。
吾
を
自
然
の
中
に
見
出
す
を
得
た
り
。
無
辺
の
蒼
空
は
吾
が
目

　
　
前
に
開
け
た
る
尤
も
不
思
議
な
る
自
然
な
り
。
目
先
、
緑
葉
、
野
花
、
泉
流
、

　
　
虫
声
、
は
吾
を
神
聖
者
の
美
妙
に
導
く
に
非
ず
や
、
信
仰
の
最
も
清
き
水
を

　
　
送
る
に
非
ず
や
。
自
然
。
人
生
。
神
。
悉
く
吾
に
在
り
て
融
化
す
る
処
を
得

　
　
た
る
と
信
ず
。

　
右
の
文
章
が
重
要
だ
と
考
え
る
の
は
、
こ
こ
に
、
後
に
独
歩
の
内
面
に
お
い
て

ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
詩
の
世
界
と
佐
伯
と
が
、
不
可
分
に
重
な
っ
て
い
く
原
因
が
述

べ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
佐
伯
に
赴
任
す
る
直
前
に
、
右
の
よ
う
な
自
然
観

を
得
て
い
た
独
歩
の
眼
に
、
佐
伯
の
自
然
が
右
の
よ
う
に
映
じ
た
の
は
当
然
の
こ

と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
自
然
が
彼
の
内
面
に
お
い
て
一
つ
の
文
学
空
間
と
な

っ
た
時
に
、
「
源
お
ぢ
」
（
明
3
0
）
、
「
鹿
狩
」
（
明
3
1
）
、
「
小
春
」
（
明
3
4
）
、
「
春
の

鳥
」
（
明
3
7
）
な
ど
の
作
品
が
生
ま
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
四

　
独
歩
は
「
予
が
作
品
と
事
実
」
に
お
い
て
、
彼
自
身
の
小
説
を
次
の
四
種
に
分

類
し
て
い
る
。

６



第
一
、
全
く
空
想
か
ら
人
物
も
事
件
も
出
来
上
れ
る
者
、

第
二
、
実
際
の
人
物
若
し
く
は
事
件
に
ヒ
ン
ト
を
得
た
る
者
、

第
三
、
事
実
の
人
物
と
事
件
が
其
小
説
の
主
要
部
を
成
せ
る
者
、

　
第
四
、
実
際
の
人
物
及
び
事
件
を
其
優
描
写
し
た
る
者
、

そ
の
上
で
「
第
一
に
属
す
る
者
は
極
め
て
僅
少
で
あ
る
。
第
二
第
三
が
最
も
多
数
。

第
四
も
又
甚
だ
少
数
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
「
今
思
ひ
つ
い
た
作
物

に
就
て
簡
単
に
説
明
す
る
と
」
言
っ
て
、
処
女
作
の
「
源
叔
父
」
他
九
作
品
に
つ

い
て
言
及
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
「
源
叔
父
」
「
春
の
鳥
」
が
、
こ
れ
ま
で
述
べ

て
来
た
佐
伯
所
縁
の
小
説
で
あ
る
。
「
源
叔
父
」
は
短
編
集
『
武
蔵
野
』
に
収
め
ら

れ
る
時
に
「
源
お
ぢ
」
と
直
さ
れ
た
小
説
で
あ
る
が
、
こ
の
小
説
に
就
い
て
彼
は

次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

　
　
○
源
叔
父
（
「
武
蔵
野
」
に
在
り
）
は
源
叔
父
其
人
も
「
紀
州
」
と
称
す
る
乞

　
　
食
の
少
年
も
実
在
の
人
物
で
あ
る
。
余
が
豊
後
の
佐
伯
町
に
居
た
時
分
常
に

　
　
接
近
せ
る
の
み
な
ら
ず
言
葉
も
交
は
し
其
の
身
の
上
に
就
き
深
く
同
情
を
持

　
　
ち
し
こ
と
あ
る
人
物
で
あ
る
。
而
し
て
此
一
綸
巾
に
記
述
し
た
る
此
両
人
そ

　
　
れ
ぐ
の
身
の
上
の
事
も
事
実
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
此
両
人
を
結
び
つ
け
た

　
　
の
は
余
の
想
で
、
こ
れ
を
結
び
つ
け
て
初
め
て
此
一
編
が
作
品
と
な
つ
だ
の

　
　
で
あ
る
。

　
右
の
説
明
に
よ
る
と
、
源
叔
父
と
乞
食
の
少
年
「
紀
州
」
は
両
者
共
に
実
在
し

た
人
物
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
『
欺
か
ざ
る
の
記
』
を
読
む
と
源
叔
父
に
つ
い
て

は
あ
ま
り
判
然
と
は
し
な
い
が
、
「
紀
州
」
に
関
し
て
は
そ
の
記
述
が
見
え
て
い
る
。

し
か
し
、
今

こ
と
が
判
っ

設
定
す
る
。

は
亡
き
松
本
義
一
氏
の
調
査
に
よ
っ
て
、
源
叔
父
も
実
在
し
て
い
た

だ
。
独
歩
は
こ
の
二
人
を
結
び
つ
け
る
の
に
、
次
の
よ
う
な
空
間
を

大
空
曇
り
て
雪
降
ら
ん
と
す
。
雪
は
此
地
に
稀
な
り
、
其
目
の
寒
さ
推
て

知
ら
る
。
山
村
水
廓
の
民
、
何
よ
り
海
よ
り
小
舟
認
べ
て
城
下
に
用
を
便
ず

る
が
佐
伯
近
在
の
習
慣
な
れ
ば
番
匠
川
の
河
岸
に
は
何
時
も
渡
船
集
ひ
て
乗

る
も
の
下
る
も
の
、
浦
人
は
歌
ひ
山
人
は
の
ゝ
し
り
、
最
と
賑
々
敷
け
れ
ど

今
日
は
淋
し
く
、
河
面
に
は
漣
た
ち
灰
色
の
雲
の
影
落
ち
た
り
。
大
通
何
れ

も
さ
び
、
軒
端
暗
く
、
往
来
絶
え
、
石
多
き
横
町
の
道
は
水
れ
り
。
城
山
の

麗
に
て
撞
く
鐘
雲
に
響
き
て
、
屋
根
元
の
苔
白
き
此
町
の
終
よ
り
終
へ
と
物

哀
し
げ
な
る
音
の
漂
ふ
様
は
魚
住
ぬ
湖
水
の
真
中
に
石
一
個
投
げ
入
れ
た
る

如
し
。

　
　
　
祭
の
日
な
ど
に
は
舞
台
据
ゑ
ら
る
べ
き
広
壮
あ
り
、
貧
し
き
家
の
児
等
血

　
　
色
な
き
顔
を
曝
し
て
戯
れ
す
、
懐
手
し
て
立
て
る
も
あ
り
。

　
源
叔
父
は
こ
こ
で
紀
州
に
遇
う
。
妻
と
子
を
亡
く
し
か
彼
は
、
そ
の
乞
食
の
子

供
を
自
分
の
養
子
に
し
よ
う
と
す
る
が
、
紀
州
は
源
叔
父
の
家
に
居
つ
こ
う
と
せ

ず
、
源
叔
父
は
松
に
綸
れ
て
死
ん
で
し
ま
う
。
こ
の
源
叔
父
の
最
期
を
予
測
さ
せ

る
色
彩
が
、
こ
の
場
面
に
は
流
れ
て
い
て
見
事
で
あ
る
。

　
こ
の
小
説
に
は
ま
た
、
次
の
よ
う
な
美
し
い
海
の
描
写
も
あ
る
。

　
　
　
（
略
）
帰
舟
は
客
な
か
り
き
。
醍
醐
の
入
江
の
口
を
出
る
時
彦
岳
嵐
身
に
席

　
　
み
ヽ
顧
れ
ば
太
白
の
光
漣
に
砕
け
ヽ
此
方
に
は
太
大
島
の
火
影
早
き
ら
め
き
　
　
一

　
　
そ
め
ぬ
。
静
に
櫓
こ
ぐ
翁
の
影
黒
く
水
に
映
れ
り
。
船
軽
く
浮
べ
ば
舟
底
た
　
　
一

　
　
ゝ
く
水
音
、
お
ぼ
れ
何
を
か
囁
く
。
入
の
眠
催
す
様
な
る
此
水
音
を
源
叔
父

　
　
は
聞
く
と
も
な
く
聞
き
て
様
々
の
楽
し
き
事
の
み
思
ひ
つ
ゞ
け
、
悲
し
き
事
、

　
　
気
が
’
ｓ
Ｇ
事
、
胸
に
浮
ぶ
時
は
櫓
握
る
手
に
力
入
れ
て
頭
振
り
た
り
。
（
略
）

　
源
叔
父
の
家
は
桂
港
に
あ
っ
た
。
そ
の
葛
港
の
岸
に
哲
夫
が
居
を
移
し
だ
の

は
、
明
治
二
十
七
年
七
月
一
日
日
曜
日
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
は
蒸
気
問
屋
で
旅

館
を
兼
業
し
て
い
た
。
葛
港
に
来
て
か
ら
、
哲
夫
は
よ
く
、
夜
、
舟
を
海
に
認
べ

て
潜
航
し
た
。
七
月
二
十
三
日
の
『
欺
か
ざ
る
の
記
』
に
は
、
「
昨
夜
涼
風
に
乗
じ

て
宿
処
の
主
人
等
と
語
る
、
夜
更
け
て
雨
を
き
ゝ
つ
ゝ
▽
又
を
草
じ
ぬ
」
と
い
う

一
行
が
あ
る
。
記
の
日
付
を
遡
れ
ば
、
前
年
十
言
呈
八
日
の
項
に
船
上
町
の
川
岸

か
ら
川
船
に
乗
っ
た
体
験
が
刻
ま
れ
、
同
船
し
た
者
た
ち
の
こ
と
、
船
頭
の
こ
と

が
書
か
れ
て
い
る
。
同
月
七
日
の
記
に
も
そ
れ
が
見
え
る
。
十
一
月
二
十
六
日
の

項
に
は
佐
伯
の
海
岸
、
船
頭
河
岸
の
様
子
が
描
写
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
二
十
七

日
の
記
に
は
、
「
昨
夜
、
二
階
を
下
り
坂
本
老
人
と
語
る
、
佐
伯
に
一
個
の
老
翁
あ



り
。
奇
怪
の
者
を
担
ふ
て
行
く
を
し
ば
く
見
受
け
ぬ
此
老
翁
の
事
を
問
ひ
、
多

少
聞
き
得
た
り
。
此
翁
同
情
に
堪
へ
ず
何
れ
の
時
か
遇
ふ
て
親
し
く
語
る
可
し
」

と
い
う
一
条
か
お
る
。
こ
れ
ら
の
経
験
が
総
合
さ
れ
、
統
一
さ
れ
て
後
に
「
源
お

ぢ
」
と
い
う
小
説
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
小
説
の
空
間
は
、
哲
夫
の
佐

伯
体
験
が
異
化
に
よ
っ
て
創
り
上
げ
た
文
学
空
間
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
も
う
一
つ
の
小
説
「
春
の
鳥
」
に
つ
い
て
は
、
既
に
こ
の
紀
要
に
「
独
歩
『
春

の
鳥
』
考
」
と
い
う
小
論
を
発
表
し
て
い
る
の
で
、
詳
し
く
は
触
れ
な
い
。
た
だ
、

ど
う
し
て
「
源
お
ぢ
」
の
紀
州
や
、
「
春
の
鳥
」
の
六
蔵
が
独
歩
の
作
品
に
お
い
て

重
要
な
位
置
を
占
め
る
の
か
に
つ
い
て
、
ひ
と
こ
と
触
れ
て
お
き
た
い
。
『
欺
か
ざ

る
の
記
』
明
治
二
十
七
年
五
月
四
日
の
項
に
、
そ
の
理
由
を
示
す
次
の
記
事
が
あ

る
。

　
　
自
然
は
己
れ
を
愛
す
る
者
に
負
か
ず
と
実
に
然
り

　
　
爾
、
心
か
ら
し
て
小
児
を
愛
せ
よ
、
小
児
の
無
邪
気
な
る
品
性
は
忽
ち
爾
の

　
　
心
の
泉
に
流
れ
入
る
可
し
。
爾
、
心
か
ら
し
て
春
を
愛
せ
よ
、
草
木
の
美
、

　
　
を
愛
せ
よ
更
ら
に
進
ん
で
永
久
の
生
命
な
る
天
地
の
霊
を
愛
せ
よ
。
爾
の
生

　
　
命
も
亦
真
実
に
し
て
永
久
、
美
に
し
て
楽
し
き
、
堅
実
な
る
生
命
と
な
ら
ん
。

　
　
此
れ
言
葉
に
非
ず
、

　
　
今
ま
高
瀬
の
統
坊
来
り
ぬ
。
此
の
七
歳
の
小
児
は
無
類
に
無
邪
気
真
率
な
り
。

　
　
吾
小
児
を
愛
す
る
の
性
僻
あ
り
、
今
に
し
て
、
実
に
幸
な
る
吾
が
性
僻
な
り

　
　
し
を
知
り
ぬ
。

　
　
統
坊
去
り
て
感
ず
る
こ
と
此
の
如
し
、
記
し
置
く
（
八
時
四
十
五
分
）

　
統
坊
と
い
う
の
は
全
集
の
注
に
よ
る
と
、
後
に
佐
伯
市
収
入
役
に
な
っ
た
高
瀬

統
成
氏
の
こ
と
だ
と
い
う
。
乞
食
の
少
年
、
知
的
障
害
児
の
六
蔵
が
、
作
品
上
に

重
い
地
位
を
占
め
る
の
は
、
独
歩
の
以
上
の
よ
う
な
思
想
と
、
そ
の
性
癖
に
由
来

す
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　
国
木
田
独
歩
に
お
い
て
、
佐
伯
と
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
詩
の
世
界
は
分
か
ち
難
く

溶
け
合
っ
て
い
た
。
彼
は
そ
の
こ
と
を
「
不
可
思
議
な
る
大
自
然
」
（
「
早
稲
田
文

学
」
明
治
四
∵
二
）
の
中
に
、
「
余
が
初
め
て
短
篇
小
説
を
書
い
た
の
は
今
よ
り

十
年
以
前
で
あ
る
、
そ
れ
よ
り
更
に
五
六
年
前
余
は
覚
束
な
き
英
語
教
師
と
し
て

豊
後
国
佐
伯
町
に
一
年
間
滞
在
し
て
居
た
が
、
当
時
余
は
最
も
熱
心
な
る
ワ
ー
ヅ

ワ
ー
ス
信
者
で
、
而
て
ワ
ー
ヅ
ワ
ー
ス
信
者
に
取
り
て
は
佐
伯
町
は
実
に
満
目
悉

く
ワ
ー
ヅ
ワ
ー
ス
の
詩
編
其
物
の
感
が
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
山
に
富
み
渓
流
に
富

み
、
渓
谷
の
奥
に
小
村
落
あ
り
、
村
落
老
て
物
語
多
く
、
実
に
ワ
ー
ヅ
フ
ー
ス
信

者
を
し
て
「
マ
イ
ケ
ル
」
の
二
三
は
此
処
彼
処
に
転
か
つ
て
居
そ
う
に
思
は
し
め

た
位
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
「
源
お
ぢ
」
の
誕
生
に
関
し
て
は
、
「
既

に
ワ
ー
ヅ
ワ
ー
ス
信
者
で
あ
る
限
り
、
余
は
自
然
を
離
れ
て
た
ｙ
世
間
の
人
間
を
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
５

思
ふ
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。
人
間
と
相
呼
応
す
る
此
神
秘
に
し
て
美
妙
な
る
自
　
　
一

然
界
に
於
け
る
人
間
な
れ
ば
こ
そ
、
平
凡
境
に
於
け
る
平
凡
人
の
一
生
は
極
め
て

大
な
る
事
実
と
し
て
余
に
現
は
れ
た
の
で
あ
る
。
其
処
で
豊
後
に
滞
在
五
六
年
の

後
、
余
は
初
め
て
源
叔
父
な
る
小
説
を
作
り
其
主
人
公
の
▽
人
は
乞
食
児
紀
州
で

あ
つ
た
の
で
あ
る
」
と
書
い
て
い
る
。
そ
こ
で
私
は
、
独
歩
の
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
受

容
の
姿
、
佐
伯
体
験
と
そ
の
関
連
を
求
め
て
こ
の
論
を
展
開
し
て
き
た
。
こ
こ
に

は
書
き
洩
ら
し
た
が
、
彼
が
佐
伯
に
来
て
城
山
の
う
し
ろ
、
若
宮
ハ
幡
の
杉
の
梢

に
粂
声
を
間
い
た
時
、
直
ち
に
想
起
し
た
の
は
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
コ
人
の
少
年
」

　
(
T
h
e
r
ew
a
s
a
b
o
y
)
と
い
う
詩
だ
っ
た
に
相
違
な
い
。
「
豊
後
の
国
佐
伯
」
の

　
二
　
粂
声
」
、
「
小
児
の
時
習
ひ
覚
へ
た
る
如
く
に
十
指
を
組
み
て
笛
と
な
し
、

試
み
に
彼
れ
の
声
を
模
し
て
応
ず
れ
ば
、
彼
れ
更
ら
に
寂
寞
の
調
を
以
て
答
よ
」

と
い
う
部
分
を
読
む
と
、
そ
う
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
を
、
坂
本
永
年
に
教

育
を
依
頼
さ
れ
た
少
年
山
中
泰
雄
と
結
び
つ
け
た
時
に
、
「
春
の
鳥
」
の
構
想
は
な

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
小
説
「
春
の
鳥
」
は
、
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
詩
を
Ｉ



歩
抜
け
出
し
て
、
独
歩
独
自
の
文
学
空
間
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
私

は
、
独
歩
の
内
面
に
お
け
る
佐
伯
の
姿
を
見
る
の
で
あ
る
。

　
注

（
Ｉ
）
　
川
副
国
基
の
「
よ
い
論
文
、
悪
い
論
文
」
（
『
近
代
文
学
論
文
必
携
』
昭
和
五
十
年
こ
川

　
版
・
学
燈
社
刊
）
に
「
ま
た
独
歩
の
「
欺
か
ざ
る
の
記
」
に
し
て
も
全
集
収
載
の
も
の
よ
り

　
所
出
文
庫
の
方
が
詳
し
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
知
ら
な
い
で
」
と
あ
る
よ
う
に
、
河
出
文

　
庫
の
『
欺
か
ざ
る
の
記
』
の
方
が
全
集
の
そ
れ
よ
り
資
料
と
し
て
の
価
値
が
高
い
よ
う
で
あ

　
る
が
、
今
手
元
に
文
庫
の
そ
れ
が
な
い
の
で
全
集
の
『
欺
か
ざ
る
の
記
』
を
使
っ
た
。

（
２
）
　
『
欺
か
ざ
る
の
記
』
か
ら
引
用
。

（
３
）
　
岡
本
の
煩
悶
と
い
う
の
は
、
こ
の
小
説
に
よ
る
と
、
「
吾
と
は
何
ぞ
や
」
「
我
何
処
よ
り

　
来
り
、
我
何
処
に
か
往
く
」
「
信
仰
無
く
し
て
は
片
時
た
り
と
も
安
ず
る
能
は
ざ
る
ほ
ど
に
此

　
宇
宙
人
生
の
秘
義
に
悩
ま
さ
れ
ん
こ
と
」
と
い
う
問
題
を
抱
え
て
の
煩
悶
で
あ
っ
た
。

（
４
）
　
「
小
春
」
の
中
の
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
詩
を
要
約
し
た
部
分
か
ら
引
用
し
た
。

（
５
）
　
『
国
木
田
独
歩
集
』
（
日
本
近
代
文
学
大
系
1
0
・
昭
和
4
5
年
こ
阿
川
書
店
刊
）
の
「
解
説
」

（
６
）
　
「
こ
の
年
」
と
い
う
の
は
、
明
治
二
十
五
年
の
こ
と
。

（
７
）
　
独
歩
の
作
品
で
佐
伯
の
登
場
す
る
も
の
は
そ
の
他
に
以
下
の
も
の
が
あ
る
。

　
明
治
2
6
～
2
7
年

　
　
　
「
元
越
山
に
登
ル
記
」

　
　
　
「
憐
れ
な
る
児
」

　
　
　
「
信
仰
生
命
」

　
　
　
「
潔
の
半
生
」

　
　
　
「
わ
が
土
曜
日
の
夜
」

　
明
治
2
8
年

　
　
　
「
豊
後
の
国
佐
伯
」

　
作
品
以
外
の
文
章

　
　
　
「
欺
か
ざ
る
の
記
」
（
明
治
2
6
～
2
7
年
）

　
　
　
「
我
は
如
何
に
し
て
小
説
家
と
な
り
し
か
」
（
明
治
4
0
年
）

　
　
「
余
が
作
品
と
事
実
」
（
明
治
4
0
年
）

　
　
「
不
可
思
議
な
る
大
自
然
」
（
明
治
4
1
年
）

　
　
「
病
肺
録
」
（
明
治
4
1
年
）

（
８
）
　
松
本
義
一
　
『
大
分
文
学
紀
行
』
（
昭
和
5
9
年
・
ア
ド
バ
ン
ス
大
分
刊
）
に
、
次
の
よ
う
に

　
書
か
れ
て
い
る
。

　
　
「
（
略
）
源
叔
父
そ
の
人
の
モ
デ
ル
が
一
切
不
明
な
の
で
、
わ
た
し
は
非
常
な
苦
労
を
重
ね

　
て
そ
の
探
究
に
当
っ
た
。
そ
の
結
果
、
若
き
教
師
に
源
叔
父
の
身
の
上
を
語
る
宿
の
主
夫
妻

　
が
鎌
田
浦
作
（
当
時
四
十
一
歳
）
と
ヨ
子
（
三
十
七
歳
）
で
あ
り
、
さ
ら
に
源
叔
父
一
家
の

　
人
々
は
、
鎌
田
旅
人
宿
の
並
び
の
、
し
か
も
ご
く
近
く
の
市
谷
地
区
に
住
む
高
原
嘉
治
郎
（
渡

　
船
業
、
二
十
九
年
十
一
月
一
日
没
、
年
五
十
三
）
・
妻
コ
ト
（
二
十
三
年
五
月
二
十
八
日
没
、

　
年
四
十
五
）
　
・
一
子
亀
太
郎
（
十
二
年
十
一
月
十
九
日
没
、
年
六
）
ら
で
あ
り
、
嘉
治
郎
の

　
ふ
る
さ
と
、
西
上
浦
村
小
相
良
の
落
網
代
（
現
佐
伯
市
）
に
は
嘉
治
郎
一
家
の
合
墓
も
あ
り
、

　
一
子
亀
太
郎
が
作
品
の
そ
れ
の
よ
う
に
水
に
お
ぽ
れ
て
死
ん
だ
事
等
を
明
ら
か
に
し
え
た
ご

９
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