
井
　
上
　
靖

の
　
挽
　
歌
　
観

　
今
年
（
昭
和
五
十
八
年
）
は
私
に
と
っ
て
、
井
上
靖
論
と
縁
の
深
い

一
年
で
あ
っ
た
。
四
月
十
日
付
で
日
験
か
ら
、
『
挽
歌
の
系
譜
―
井
上

靖
の
世
界
－
』
と
い
う
一
冊
の
本
を
刊
行
し
た
。
実
際
に
完
成
し
た
の

は
夏
休
み
に
近
い
こ
ろ
だ
っ
た
と
思
う
が
、
こ
の
本
は
そ
れ
ま
で
書
き

た
め
て
お
い
た
井
上
靖
論
を
、
一
冊
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ

の
刊
行
が
契
機
と
な
っ
て
、
十
一
月
五
日
に
開
催
さ
れ
た
大
分
大
学
国

語
国
文
学
会
に
お
い
て
、
井
上
靖
の
文
学
に
つ
い
て
語
る
こ
と
に
な
っ

た
。
さ
ら
に
、
そ
れ
と
ほ
ぽ
同
じ
内
容
の
も
の
を
、
十
二
月
に
刊
行
さ

れ
た
『
井
上
靖
エ
ッ
セ
イ
全
集
第
六
巻
・
天
風
浪
浪
』
二
九
八
三
年

十
二
月
二
十
日
刊
・
学
習
研
究
社
）
の
「
月
報
７
」
に
書
か
せ
て
も
ら

っ
た
。
来
年
一
月
刊
行
予
定
の
『
別
府
大
学
紀
要
』
に
掲
載
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
「
井
上
靖
『
通
夜
の
客
』
の
位
置
」
も
、
今
年
の
九
月
に

工
　
藤

茂

書
い
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
の
諸
論
を
貫
流
す
る
テ
ー
マ
の
一
つ
に
、
井
上

　
文
学
の
特
色
を
挽
歌
的
発
想
の
作
品
と
す
る
私
の
見
解
が
あ
る
。
こ
の

　
見
解
の
源
流
は
、
実
は
、
昭
和
四
十
六
年
十
一
月
の
国
学
院
大
学
国
語

　
国
文
学
会
で
報
告
し
た
、
「
挽
歌
の
系
譜
‐
―
－
－
『
氷
壁
』
を
め
ぐ
っ
て

　
１
１
－
ｉ
」
に
あ
っ
た
。
こ
れ
は
後
に
論
文
に
ま
と
め
て
、
昭
和
四
十
七
年

’
四
月
刊
の
『
國
學
院
雑
誌
』
（
第
七
十
三
巻
第
四
号
）
に
掲
載
し
て
も

ら
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
論
文
も
、
今
年
出
版
し
た
『
挽
歌
の
系
譜
』

の
中
に
収
載
し
た
し
、
そ
の
書
名
も
こ
の
論
文
の
標
目
を
用
い
た
も
の

で
あ
っ
た
。

　
　
こ
の
よ
う
に
し
て
こ
の
一
年
間
井
上
靖
論
と
付
き
合
っ
て
い
る
う
ち

に
、
井
上
靖
と
私
と
の
間
に
挽
歌
の
概
念
に
つ
い
て
微
妙
な
ず
れ
の
あ
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る
こ
と
に
気
づ
く
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
井
上
靖
の
挽
歌
観
を
明

ら
か
に
し
て
、
そ
の
間
隙
を
埋
め
て
お
き
た
い
と
思
う
。

　
　
　
　
　
＊

　
私
が
井
上
靖
の
文
学
の
一
特
色
に
気
づ
い
た
の
は
、
当
時
朝
日
新
聞

に
連
載
さ
れ
て
い
た
『
星
と
祭
』
と
併
行
し
て
『
氷
壁
』
を
読
み
直
七

て
い
た
昭
和
四
十
六
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
そ
の

時
点
に
お
い
て
、
井
上
が
意
識
的
に
『
星
と
祭
』
を
挽
歌
的
な
発
想
に

よ
っ
て
書
き
続
け
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
を
彼
は
、
昭
和

四
十
九
年
五
月
五
日
か
ら
翌
五
十
年
一
月
二
十
六
日
ま
で
、
一
週
間
に

一
回
『
毎
日
新
聞
』
日
曜
版
に
連
載
し
て
い
た
、
『
わ
が
一
期
一
会
』
の

「
小
説
の
ノ
ー
ト
か
ら
・
生
と
死
の
間
」
に
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い

る
。

　
　
　
私
は
『
星
と
祭
』
と
い
う
小
説
で
、
琵
琶
湖
で
遭
難
死
し
た
娘

　
　
と
対
話
す
る
父
親
を
書
い
て
い
る
。
娘
の
死
が
確
実
で
あ
っ
て
も
、

　
　
そ
れ
を
ど
う
し
て
も
信
じ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
死
を
諦
め
き

　
　
れ
ぬ
父
親
は
絶
え
ず
娘
と
対
話
し
て
い
る
。
父
は
娘
に
捧
げ
る
挽

　
　
歌
を
心
の
中
で
詠
い
続
け
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
。
こ
の
父

　
　
に
於
て
は
、
娘
の
死
が
遠
く
な
り
、
そ
の
悲
し
み
が
薄
ら
ぐ
ま
で
、

　
　
娘
を
殯
し
て
い
る
期
間
は
続
く
の
で
あ
る
。

　
井
上
の
こ
の
明
確
な
認
識
が
水
先
案
内
の
役
目
を
果
た
し
て
、
私
の

眼
に
は
『
星
と
祭
』
以
外
の
彼
の
小
説
ま
で
が
、
挽
歌
的
発
想
の
作
品

と
し
て
映
じ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
彼
が
そ
の
よ
う
な
考
え
を

意
識
的
に
具
体
化
し
た
の
は
、
『
星
と
祭
』
が
最
初
だ
っ
た
よ
う
で
あ

る
。
そ
れ
以
前
肢
は
、
『
文
藪
春
秋
』
（
昭
和
四
十
五
年
一
月
号
）
に
、

父
の
葬
儀
の
日
の
夜
、
そ
れ
ま
で
交
し
た
こ
と
の
な
か
っ
た
話
ら
し
い

話
を
交
し
た
記
憶
を
書
い
た
「
風
」
と
い
う
作
品
を
発
表
し
て
い
る
。

こ
れ
は
し
か
し
、
は
っ
き
り
と
し
た
挽
歌
の
意
識
に
よ
っ
て
書
か
れ
た

も
の
で
は
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
井
上
が
そ
の
よ
う
な
認
識
を
待

っ
た
の
は
、
そ
れ
以
後
の
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
か
ら
。

　
昭
和
四
十
五
年
十
月
二
十
日
の
『
言
論
人
』
に
、
彼
は
「
挽
歌
に
つ

い
て
」
と
い
う
一
文
を
載
せ
て
い
る
。
こ
の
随
筆
は
や
が
て
『
故
里
の

鏡
』
（
昭
5
4
・
風
書
房
刊
。
後
に
中
公
文
庫
と
し
て
刊
行
）
に
収
め
ら

れ
、
『
井
上
靖
エ
ッ
セ
イ
全
集
第
六
巻
・
天
風
浪
浪
』
（
昭
5
8
・
学
研
）

に
収
載
さ
れ
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
肢
は
そ
こ
で
初
め
て
彼
の
挽
歌
観
と

い
う
も
の
を
披
露
し
、
「
風
」
な
ど
一
連
の
死
者
と
の
対
話
に
、
挽
歌

と
類
似
の
発
想
の
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
の
で
あ
る
。

　
　
　
父
の
葬
儀
の
営
ま
れ
た
日
の
夜
、
階
下
か
ら
野
辺
送
り
の
酒
宴

　
　
の
騒
が
し
さ
が
聞
こ
え
て
来
る
二
階
の
座
敷
で
初
め
て
そ
の
時
私

　
　
は
父
と
話
ら
し
い
話
を
交
し
た
よ
う
な
気
が
す
る
。
一
組
の
父
と

　
　
子
が
一
度
は
交
し
て
も
い
い
、
と
言
う
よ
り
一
度
は
交
す
べ
き
で

　
　
あ
っ
た
に
違
い
な
い
言
葉
を
取
り
交
し
た
よ
う
な
気
が
す
る
。

　
「
こ
の
夜
の
父
と
の
対
話
は
短
篇
小
説
の
形
で
綴
っ
て
い
る
が
、
…
」

と
筆
者
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
体
験
を
書
い
た
の
が
「
風
」
で

あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
筆
者
は
こ
れ
に
続
け
て
さ
ら
に
次
の
よ
っ
に
書
い
て
い
る
。
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親
し
く
交
っ
て
い
た
人
の
場
合
も
、
そ
れ
ほ
ど
深
い
関
係
に
は

　
　
な
か
っ
た
人
の
場
合
も
、
訃
報
と
共
に
心
の
中
に
顔
を
出
し
て
来

　
　
る
思
い
は
同
じ
よ
う
な
も
の
で
、
何
か
し
ら
そ
の
人
と
言
葉
を
交
ヽ

　
　
す
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
会
話
を
取
り
交
す
の
は
訃
報
に
接
し

　
　
て
か
ら
そ
う
時
間
が
を
た
な
い
う
ち
の
こ
と
で
あ
る
。
相
手
の
死

　
　
を
知
っ
た
そ
の
日
の
こ
と
も
あ
れ
ば
、
遅
い
場
合
も
訃
報
を
手
に

　
　
し
て
か
ら
せ
い
ぜ
い
几
三
日
の
間
の
こ
と
で
あ
る
。
相
手
の
死

　
　
か
ら
受
け
た
傷
跡
が
、
ま
だ
心
の
ど
こ
か
に
刻
ま
れ
て
い
る
時
の

　
　
こ
と
と
い
え
る
。

　
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
死
者
と
の
対
話
が
そ
の

死
後
二
三
日
間
の
短
い
時
期
に
だ
け
成
立
す
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。

こ
の
考
え
方
が
井
上
独
自
の
挽
歌
観
を
生
む
こ
と
に
な
る
。
が
、
そ
の

前
に
、
死
者
と
の
対
話
に
万
葉
集
の
挽
歌
と
等
質
の
も
の
を
見
る
彼
の

見
解
を
引
用
し
て
お
こ
う
。

　
　
　
私
は
万
葉
集
な
ど
に
収
め
ら
れ
て
あ
る
挽
歌
と
い
う
も
の
は
、

　
　
や
は
り
相
手
の
死
に
直
面
し
て
、
そ
れ
ま
で
気
付
か
な
か
っ
た
故

　
　
人
と
の
関
係
を
思
い
知
ら
さ
れ
、
相
手
の
魂
に
直
接
呼
び
か
け
る

　
　
と
い
っ
た
、
そ
う
ぃ
う
内
容
を
持
っ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　
　
挽
歌
と
い
う
も
の
に
は
単
な
る
追
悼
歌
と
は
異
な
っ
た
読
む
者
の

　
　
心
奥
に
烈
し
く
鳴
り
ひ
び
い
て
く
る
も
の
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
思

　
　
い
知
ら
さ
れ
て
相
手
と
交
す
一
方
的
な
会
話
の
性
格
を
色
濃
く
持

　
　
っ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
右
の
文
中
「
思
い
知
ら
さ
れ
て
」
と
あ
る
の
は
、
筆
者
の
こ
と
ば
を

借
り
れ
ば
、
「
親
し
か
ろ
う
と
、
親
し
く
な
か
ろ
う
と
、
あ
る
程
度
の

交
渉
を
持
っ
た
相
手
な
ら
、
な
べ
て
浅
か
ら
ぬ
関
係
を
持
っ
た
身
で
あ

る
こ
と
」
を
思
い
知
ら
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
「
少
な
く
と
も
浅
か
ら

ぬ
関
係
を
持
つ
べ
き
で
あ
っ
た
の
に
、
ど
う
い
う
も
の
か
、
そ
う
な
ら

な
か
っ
た
身
で
あ
る
こ
と
」
を
思
い
知
ら
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

　
さ
て
、
ま
た
こ
こ
で
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、

筆
者
が
挽
歌
と
追
悼
歌
と
を
は
っ
き
り
と
区
別
し
て
、
「
挽
歌
と
い
う

も
の
に
は
単
な
る
追
悼
歌
と
は
異
な
っ
た
読
む
者
の
心
奥
に
烈
し
く
鳴

り
ひ
び
い
て
く
る
も
の
が
あ
る
…
…
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
上
で
井
上
の
挽
歌
観
を
眺
め
て
み
よ
う
。

　
　
　
最
近
、
挽
歌
と
い
う
も
の
が
殯
（
も
が
り
）
の
期
間
に
歌
わ
れ

　
　
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
国
文
学
者
の
論
文
を
読
ん
で
、
な
る
ほ
ど

　
　
挽
歌
と
い
う
も
の
は
そ
う
い
う
も
の
か
と
思
っ
た
。
言
う
ま
で
も

　
　
な
く
古
代
人
は
生
と
死
の
間
に
、
そ
の
い
ず
れ
に
も
属
さ
ぬ
世
界

　
　
を
考
え
、
そ
こ
に
あ
る
期
間
死
者
の
魂
が
と
ど
ま
っ
て
い
る
と
し

　
　
て
い
る
。
貴
人
の
死
を
葬
る
場
合
、
本
葬
の
前
に
、
仮
葬
の
期
間

　
　
を
設
け
て
い
る
の
は
こ
の
た
め
で
、
殯
と
い
う
の
が
即
ち
こ
れ
で

　
　
あ
る
。
こ
の
仮
葬
期
間
に
あ
る
故
人
の
魂
に
対
し
て
呼
び
か
け
た

　
　
も
の
が
挽
歌
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
逆
に
挽
歌
を
成
立
さ
せ
る
期

　
　
間
の
人
為
的
設
定
が
殯
で
あ
る
と
言
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
と
思
う
。

　
こ
れ
は
以
前
に
も
書
い
た
こ
と
で
あ
る
が
冒
頭
の
「
最
近
」
と
は
、

こ
の
随
筆
の
発
表
さ
れ
た
時
期
が
昭
和
四
十
五
年
十
月
で
あ
る
こ
と
か

ら
考
え
て
、
同
年
七
月
ご
ろ
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
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の
月
に
万
葉
集
の
挽
歌
を
特
集
し
た
『
解
釈
と
鑑
賞
』
（
第
3
5
巻
第
８

号
・
至
文
堂
）
が
刊
行
さ
れ
、
そ
の
中
に
渡
漸
昌
志
の
「
人
麻
呂
確
言

挽
歌
の
登
場
－
そ
の
歌
の
場
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
と
い
う
論
文
が
掲
載
さ

れ
て
い
た
の
だ
か
ら
。
も
っ
と
も
渡
瀬
は
そ
こ
で
、
人
麻
呂
の
確
言
挽

歌
が
確
言
の
末
期
の
、
仏
式
の
斎
会
の
夜
に
、
死
者
の
死
が
確
実
と
な

っ
た
時
に
成
立
し
た
の
で
は
な
い
か
と
は
論
じ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
井

上
が
引
用
文
の
後
半
で
述
べ
て
い
る
よ
う
な
こ
と
に
は
言
及
し
て
い
な

い
。
つ
ま
り
こ
の
後
半
の
部
分
は
、
井
上
が
万
葉
集
巻
第
二
の
挽
歌
と

渡
瀬
の
論
文
に
触
発
さ
れ
て
懐
い
た
彼
自
身
の
確
（
も
が
り
）
の
観
念

だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
「
確
」
は
津
浪
久
幸
が
『
万
葉
集
注
釈

右
第
二
』
（
中
央
公
論
社
）
に
、
「
『
大
荒
城
乃
時
示
波
不
有
跡
』
⊇
一

・
四
四
回
の
例
に
よ
り
大
確
を
オ
ホ
ア
ラ
キ
と
訓
む
。
ア
ラ
キ
は
新

城
の
意
で
あ
る
ご
と
注
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
万
葉
集
」
で
は
ア
ラ
キ

と
訓
ま
せ
て
い
る
。
そ
の
意
味
は
「
死
し
て
未
だ
葬
ら
ず
、
新
宮
に
祭

る
を
い
ふ
（
津
浪
）
」
こ
と
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
そ
れ
は
、
井
上
の
言

う
モ
ガ
リ
の
意
味
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。

　
さ
て
、
井
上
の
文
章
は
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
続
い
て
い
く
。

　
　
　
人
間
と
い
う
も
の
は
、
生
き
て
い
る
時
は
、
対
立
者
と
し
て
の

　
　
会
話
し
か
持
て
な
い
。
相
手
が
死
ん
で
し
ま
え
ば
、
二
人
の
関
係

　
　
は
生
者
と
死
者
で
あ
り
、
こ
れ
ま
た
生
者
と
死
者
と
し
て
の
会
話

　
　
し
か
成
立
し
な
い
。
古
代
人
が
生
と
死
の
間
に
、
そ
の
い
ず
れ
に

　
　
も
属
さ
ぬ
一
つ
の
世
界
を
想
定
し
た
こ
と
は
、
生
前
も
死
後
も
共

　
　
に
持
て
ぬ
会
話
の
場
を
作
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
も
知
れ
な

　
　
い
。

　
　
　
こ
う
い
う
考
え
の
上
に
立
つ
と
、
私
が
父
や
知
人
と
、
そ
の
死

　
　
の
直
後
交
し
た
会
話
は
挽
歌
以
外
の
何
も
の
で
も
な
く
、
ズ
コ
宵

　
　
こ
そ
思
ひ
知
ら
る
れ
〃
の
ズ
コ
宵
〃
は
上
代
の
殯
の
期
間
に
相
当

　
　
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
。

　
私
が
井
上
靖
の
文
学
に
顕
著
な
挽
歌
的
発
想
に
気
づ
い
た
の
は
、
前

に
も
述
べ
た
よ
う
に
昭
和
四
十
六
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
井

上
自
身
が
そ
れ
に
気
づ
い
た
の
は
、
右
の
引
用
文
で
知
ら
れ
る
よ
う
に
、

そ
の
前
年
の
昭
和
四
十
五
年
の
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
井
上

と
私
と
の
間
に
は
、
挽
歌
の
概
念
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
な
相
違
が
あ

っ
た
。
井
上
の
考
え
る
挽
歌
と
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
単

な
る
追
悼
歌
で
は
な
く
、
人
が
死
ん
で
、
し
か
し
ま
だ
死
者
と
は
な
ら

ず
、
生
と
死
と
の
中
間
、
つ
ま
り
仏
数
的
に
言
え
ば
「
中
有
」
に
あ
る

間
、
い
や
そ
れ
よ
り
も
っ
と
短
い
期
間
に
、
そ
の
中
間
に
あ
る
者
と
の

間
に
交
さ
れ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
対
話
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対

し
て
私
の
考
え
て
い
た
挽
歌
と
は
、
伊
薄
情
が
「

歌
の
総
題
に
、
『
挽
歌
』
と
い
う
こ
と
ば
を
呼
び

死
に
関
す
る

」
と
書
い
て

い
る
、
そ
の
挽
歌
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
井
上
は
「
挽
歌
」
を

殯
宮
挽
歌
に
限
定
し
た
上
で
、
そ
こ
に
殯
（
も
が
り
）
に
つ
い
て
の
独

自
の
見
解
を
導
入
し
て
考
え
て
い
た
の
に
、
私
は
そ
れ
を
万
葉
集
の
挽

歌
全
体
に
広
げ
て
、
広
義
に
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
井
上
の
右
の
よ
う
な
挽
歌
観
は
そ
の
後
変
化
す
る
こ
と
な
く
、
『
わ

が
一
期
一
会
』
の
中
に
述
べ
ら
れ
、
さ
ら
に
『
過
ぎ
去
り
し
日
日
』
に

４－



述
べ
ら
れ
て
い
く
。
こ
の
井
上
の
挽
歌
観
を
基
準
に
す
れ
ば
、
当
然
、

私
の
考
え
る
挽
歌
の
系
譜
と
し
て
の
井
上
作
品
は
、
現
在
よ
り
滅
少
し

て
い
く
。
し
か
し
、
そ
の
必
要
は
あ
る
ま
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
挽
歌
の

範
囲
は
も
っ
と
大
き
く
考
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
現
在
の
定
説
な
の

だ
か
ら
。

　
と
こ
ろ
で
、
実
際
の
残
害
の
期
間
は
ど
れ
ぐ
ら
い
だ
っ
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
渡
瀬
昌
忠
に
よ
る
と
、
天
武
天
皇
の
確
言
の
期
間
は
二
年
三
ケ

月
、
持
続
天
皇
の
そ
れ
は
一
年
、
日
並
皇
子
の
そ
れ
は
八
ケ
月
以
上
一
年

あ
ま
り
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
い
う
。
従
っ
て
そ
の
期
問
は
、
井
上
の

考
え
る
そ
れ
よ
り
も
長
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
も
っ
と
も
井
上
も
翌
昭

和
四
十
六
年
に
彼
の
挽
歌
観
を
小
説
に
具
体
化
し
た
『
星
と
祭
』
に
お

い
て
は
、
そ
の
期
間
を
ず
い
ぷ
ん
と
長
く
と
っ
て
い
た
。

　
な
お
、
右
の
引
用
文
の
最
後
の
方
に
。
今
宵
こ
そ
思
ひ
知
ら
る
れ
〃

と
あ
る
の
は
、
鳥
羽
院
崩
御
の
時
、
高
野
か
ら
下
山
し
て
葬
送
に
伺
候

し
た
西
行
が
、
往
時
の
院
と
の
関
係
を
思
い
出
し
て
、
「
今
宵
こ
そ
思

ひ
知
ら
る
れ
浅
か
ら
ぬ
君
に
契
の
あ
る
身
な
り
け
り
」
と
詠
っ
た
と
井

上
が
こ
の
随
筆
の
中
に
書
い
て
い
る
、
そ
の
歌
の
上
二
句
の
引
用
で
あ
る
。

　
さ
て
、
彼
は
こ
の
随
筆
を
次
の
よ
う
に
締
め
く
く
る
。

　
　
　
今
日
、
私
た
ち
は
生
の
世
界
と
死
の
世
界
し
か
考
え
な
い
。
し

　
　
か
し
、
こ
れ
は
古
代
人
で
も
同
じ
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
仮

　
　
葬
期
間
中
死
者
が
生
き
返
る
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
考
え
は
な
か

　
　
っ
た
で
あ
ろ
う
。
生
き
返
る
こ
と
の
な
い
こ
と
は
承
知
し
た
上
で
。

　
　
そ
の
い
ず
れ
に
も
属
さ
ぬ
世
界
を
考
え
た
と
い
う
こ
と
は
、
つ
ま

　
　
　
り
そ
の
期
間
に
お
い
て
罪
深
い
人
間
と
い
う
も
の
を
救
お
う
と
し

　
　
　
た
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ぬ
と
思
う
。
意
識
し
て
挽
歌
の
成
立
す
る
期

　
　
　
間
を
設
け
た
古
代
人
の
立
派
さ
は
怖
い
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
い
か
に
も
『
あ
す
な
ろ
物
語
』
の
作
者
ら
し
い
見
解
で
あ
る
。

　
だ
が
果
た
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
確
か
に
柿
本
人
麻
呂
が
殯
宮
挽
歌

　
を
作
っ
た
時
点
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
死
者
の
死
が
現
実
化
し
て
い
た
に

　
違
い
な
い
。
そ
の
こ
と
は
渡
瀬
も
先
に
引
用
し
た
論
文
に
書
い
て
い
る
。

　
し
か
し
殯
宮
の
初
期
に
あ
っ
て
ヽ
遊
離
し
た
霊
魂
が
そ
の
肉
体
に
ご
あ

　
は
戻
ら
な
い
と
古
代
人
は
果
た
し
て
思
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ

　
こ
で
私
が
思
い
起
こ
す
の
は
、
釈
迢
空
の
『
死
者
の
書
』
で
あ
る
。
藤

　
原
の
郎
女
の
魂
呼
ば
い
が
ノ
ー
上
山
の
大
津
の
皇
子
を
覚
醒
さ
せ
、
甦

　
ら
せ
て
い
く
あ
の
発
想
。
む
し
ろ
こ
の
発
想
こ
そ
古
代
人
の
そ
れ
で
は

　
な
か
っ
た
の
か
、
と
私
は
思
う
の
で
あ
る
。
挽
歌
そ
の
も
の
の
機
能
は

　
別
と
し
て
。

　
　
か
つ
て
井
上
自
身
、
「
歴
史
と
歴
史
文
学
」
と
い
う
座
談
会
で
、
「
あ

　
の
書
き
方
以
外
に
古
代
は
書
け
な
い
の
じ
や
な
い
か
」
と
『
死
者
の
書
』

　
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
彼
は
『
額
田
女
王
』
を
書
い
た
認

″
識
の
仕
方
で
、
古
代
人
の
心
理
を
合
理
化
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
＊

　
　
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
井
上
靖
の
挽
歌
観
が
い
か
に
彼
独
自
の

　
も
の
で
あ
っ
た
か
、
と
い
う
こ
と
が
よ
く
分
か
る
。
そ
こ
に
は
［
亡
く

　
な
っ
て
か
ら
話
す
く
ら
い
な
ら
、
生
前
話
し
て
お
け
ば
い
い
の
で
あ
る

一～５
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が
、
そ
れ
が
で
き
な
い
の
が
、
人
間
と
い
う
も
の
の
、
人
間
と
人
間
と

の
関
係
と
い
う
も
の
の
悲
し
い
と
こ
ろ
」
（
注
３
の
引
用
文
）
で
あ
る

と
い
う
、
彼
自
身
の
人
間
認
識
が
反
映
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　
　
〈
注
〉

（
１
）
　
伊
藤
博
「
挽
歌
の
世
界
」
（
『
国
文
学
・
解
釈
と
鑑
賞
』
第
ｙ

　
巻
第
８
号
・
至
文
堂
）
の
二
Ｉ
頁
。

（
２
）
　
井
上
靖
『
わ
が
一
期
一
会
』
　
（
昭
和
五
〇
年
一
〇
月
一
五
日
・

　
毎
日
新
聞
社
）
の
二
五
三
～
二
五
四
頁
に
は
、
次
の
よ
う
に
書
か
れ

　
て
い
る
。

　
　
何
年
か
前
の
こ
と
で
あ
る
が
、
萬
葉
集
の
挽
歌
を
拾
っ
て
読
ん
で

　
い
る
時
、
挽
歌
と
い
う
も
の
は
、
亡
き
人
と
の
対
話
を
内
容
と
し
て

　
い
る
も
の
で
は
な
い
か
と
い
う
考
え
を
持
っ
た
。
普
通
の
追
悼
歌
と

　
は
異
な
っ
て
、
直
接
故
人
に
話
し
か
け
、
訴
え
か
け
る
も
の
が
内
容

　
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
形
式
的
な
挽
歌
も
な
い
わ
け
で

　
は
な
い
が
、
相
手
の
死
を
倖
む
と
い
う
よ
り
、
悲
し
み
や
歎
き
や
愛

　
情
を
じ
か
に
相
手
に
ぶ
つ
け
た
も
の
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
た
。

　
　
天
智
天
皇
が
亡
く
な
っ
た
時
の
后
た
ち
の
歌
な
ど
は
、
愛
情
が
烈

　
し
く
、
生
々
し
く
ぶ
つ
け
ら
れ
て
い
て
眩
し
い
く
ら
い
で
あ
る
。
亡

　
く
な
っ
た
相
手
は
歌
の
作
者
の
前
に
坐
っ
て
い
る
と
し
か
思
わ
れ
な

　
い
。

　
　
昨
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
う
が
、
国
文
学
雑
誌
で
、
挽
歌
と
い

　
う
も
の
は
殯
の
期
間
に
詠
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
専
門
家
の
エ

　
ッ
セ
ー
を
読
ん
で
、
な
る
ほ
ど
と
思
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
殯
と
い

　
う
の
は
仮
葬
の
こ
と
で
あ
り
、
往
古
貴
人
が
亡
く
な
る
と
、
い
っ
た

　
ん
仮
葬
し
、
そ
し
て
あ
る
期
間
を
置
い
て
か
ら
本
葬
を
営
ん
で
い
る

　
が
、
そ
の
本
葬
と
仮
葬
の
聞
か
殯
の
期
間
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ど

　
う
し
て
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
た
か
と
言
う
と
、
人
間
は

　
死
ん
で
も
、
あ
る
期
間
は
生
で
も
な
く
、
死
で
も
な
い
世
界
に
居
る

　
と
い
う
考
え
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
こ
う
い
う
考
え
方
か
ら
す
る

　
と
、
あ
る
期
間
は
仮
葬
し
て
お
い
て
、
そ
の
上
で
本
葬
を
営
む
と
い

　
う
手
段
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。
し
か
し
、
古
代
人
で
も
本
気
で
生

　
と
死
の
間
に
、
生
で
も
死
で
も
な
い
世
界
が
あ
る
と
考
え
て
い
た
わ

　
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
た
だ
そ
う
い
う
期
間
を
、
つ
ま
り
故
人
に
対

　
す
る
悲
し
み
が
ま
だ
生
々
し
く
続
い
て
い
る
期
間
を
、
相
手
が
生
で

　
も
死
で
も
な
い
世
界
に
い
る
と
想
定
し
、
そ
れ
を
殯
の
期
間
と
し
て

　
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
。

　
　
こ
う
考
え
れ
ば
、
私
が
父
と
の
対
話
を
待
っ
た
の
は
往
古
の
い
わ

　
ゆ
る
殯
の
時
に
相
当
し
、
高
安
君
や
Ｎ
君
と
の
対
話
を
待
っ
た
の
も

　
殯
の
時
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
挽
歌
と
い
う
も
の
が
、
こ
の

　
殯
の
時
に
詠
わ
れ
る
も
の
と
す
れ
ば
、
挽
歌
が
詠
わ
れ
る
期
間
と
い

　
う
も
の
を
、
往
古
の
人
は
人
為
的
に
設
定
し
て
い
た
か
も
知
れ
な
い

　
の
で
あ
る
。

（
３
）
　
井
上
靖
『
過
ぎ
去
り
し
日
日
』
　
（
昭
和
五
二
年
六
月
二
〇
日
・

　
日
本
経
済
新
聞
社
）
の
Ｔ
一
七
～
コ
ー
九
頁
に
は
、
次
の
よ
う
に
書

　
か
れ
て
い
る
。

６－
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亡
く
な
っ
て
か
ら
話
す
く
ら
い
な
ら
、
生
前
話
し
て
お
け
ば
い
い

の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
で
き
な
い
の
が
、
人
間
と
い
う
も
の
の
、
人

間
と
人
間
と
の
関
係
と
い
う
も
の
の
悲
し
い
と
こ
ろ
な
の
で
あ
ろ
う
。

実
際
に
相
手
は
死
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
相
手
に
話
し

か
け
る
私
の
気
持
は
、
相
手
を
死
者
と
し
て
は
取
り
扱
っ
て
い
な
い
。

相
手
が
生
者
で
な
い
こ
と
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
が
、
と
言
っ
て
、

死
者
で
も
な
い
の
で
あ
る
。

　
が
、
こ
の
生
き
て
い
る
私
と
、
亡
く
な
っ
た
相
手
と
の
対
話
は
そ

う
長
く
は
続
か
な
い
。
半
月
経
ち
、
一
ヵ
月
経
つ
と
、
相
手
は
限
り

な
く
遠
い
と
こ
ろ
に
行
っ
て
し
ま
う
。
本
当
の
死
者
に
な
っ
て
し
ま

う
の
で
あ
る
。

　
私
は
こ
の
対
話
の
成
立
す
る
期
間
は
、
人
間
に
と
っ
て
、
ち
ょ
っ

と
較
べ
る
も
の
が
な
い
ほ
ど
大
き
い
意
味
を
持
つ
も
の
で
は
な
い
か

と
思
う
。
生
者
と
生
者
と
い
う
対
立
的
な
立
場
で
は
交
す
こ
と
の
で

き
な
い
対
話
が
、
ま
た
生
者
と
死
者
と
い
う
一
方
的
な
立
場
で
は
交

す
こ
と
の
で
き
な
い
対
話
が
、
こ
こ
で
は
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
人
間
に
と
っ
て
大
き
い
意
味
を
持
つ
対
話
成
立
の
場
を
、

意
識
し
て
人
為
的
に
設
け
た
の
が
、
古
代
の
殯
と
い
う
も
の
で
は
な

か
っ
た
か
、
こ
う
い
う
考
え
方
は
成
り
立
た
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
古

代
人
は
、
人
間
は
死
ん
で
も
、
す
ぐ
に
は
死
者
に
な
ら
ず
、
あ
る
期

間
、
生
で
も
な
く
、
死
で
も
な
い
世
界
に
居
る
と
考
え
る
。
だ
か
ら

本
葬
す
る
前
に
、
あ
る
期
間
殯
り
し
て
お
く
、
つ
ま
り
仮
葬
し
て
お

く
の
で
あ
る
。

Ｓ

　
　
こ
の
痛
の
期
間
に
詠
わ
れ
た
歌
が
、
「
万
葉
集
」
に
は
挽
歌
と
し

　
て
収
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
国
文
学
者
の
エ
ッ
セ
ー
を
読
ん
だ
こ
と

　
が
あ
っ
た
が
、
ま
こ
と
に
、
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
っ
た
。

　
挽
歌
を
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
読
ん
で
み
る
と
、
い
ず
れ
も
死

　
者
追
悼
の
歌
と
い
う
よ
り
、
も
っ
と
直
接
に
自
分
の
心
を
相
手
に
ぶ

　
つ
け
た
も
の
で
あ
る
。
烈
し
い
愛
の
歌
に
な
っ
た
り
、
悲
し
さ
の
噴

　
き
上
げ
て
い
る
慟
哭
の
歌
に
な
っ
た
り
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
対
話

　
が
、
歌
の
形
を
と
っ
て
成
立
し
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

（
４
）
　
渡
瀬
昌
忠
「
人
麻
呂
痛
言
挽
歌
の
登
場
」
（
『
国
文
学
・
解
釈

　
と
鑑
賞
』
第
3
5
巻
第
８
号
・
至
文
堂
）
の
三
五
頁
。

（
５
）
　
『
群
像
』
　
（
昭
和
四
五
年
三
月
号
・
講
談
社
）
の
座
談
会
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
本
学
教
授
）

７－
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