
国
木
田
独
歩
の
佐
伯
作
品

　
　
　
は
じ
め
に

　
周
知
の
よ
う
に
、
国
木
田
独
歩
は
明
治
二
十
六
年
豊
後
の
佐
伯
に
来

て
、
一
年
足
ら
ず
在
住
し
た
。
そ
れ
は
短
い
滞
在
で
あ
っ
た
が
、
そ
こ

の
自
然
は
彼
に
１
数
編
の
作
品
を
書
か
せ
た
。
そ
の
う
ち
の
「
源
お
ぢ
」

「
春
の
鳥
」
「
鹿
狩
」
に
つ
い
て
は
既
に
触
れ
た
の
で
、
こ
こ
で
は
そ
れ

以
外
の
作
品
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
。

「
小
春
」

　
　
「
小
春
」
は
明
治
三
十
三
年
に
発
表
さ
れ
た
小
品
で
あ
る
。
瀬
沼
茂

樹
の
解
題
（
注
①
）
に
よ
る
と
△
『
小
春
』
は
明
治
万
丈
二
年
ト
二
月

五
日
発
行
の
『
中
学
世
界
』
第
三
巻
第
ト
六
号
に
発
表
さ
れ
、
後
、
第

一
文
集
『
武
蔵
野
』
に
収
め
ら
れ
た
。
こ
の
作
品
は
ワ
ア
ズ
ワ
ス
と
の

遅
超
を
語
る
も
の
と
し
て
重
要
で
あ
り
、
従
来
初
出
不
明
の
も
の
で
あ

つ
だ
。
∇

工
　
藤

茂

　
△
十
一
月
某
日
、
自
分
は
書
斎
に
罷
っ
て
書
見
を
し
て
居
た
。
▽

　
作
品
の
冒
頭
は
右
の
二
汀
か
ら
始
ま
る
。
「
自
分
」
が
読
ん
で
い
た

の
は
、
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
詩
集
で
あ
っ
た
。
こ
の
詩
集
は
、
彼
が
八
年
前

に
買
っ
た
詩
集
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
八
年
、
今
や
そ
の
詩
集
は
、
彼
を

動
か
す
力
が
消
え
果
て
て
い
た
。
そ
れ
は
彼
が
老
熟
し
た
結
果
で
あ
っ

た
。
し
か
し
こ
の
老
熟
は
、
真
の
老
熟
で
は
な
か
っ
た
。
つ
自
分
免
許
」

の
老
熟
で
あ
っ
た
。
彼
は
自
分
の
詩
心
が
い
つ
か
俗
化
し
て
い
る
こ
と

を
自
覚
し
て
い
た
。

　
△
処
で
自
分
免
許
の
此
の
老
熟
先
生
も
実
は
流
石
に
全
然
老
熟
し
得

な
い
と
見
え
て
、
実
際
界
の
事
が
汁
口
く
行
か
ず
、
此
頃
は
家
に
ば
か
り

卯
罷
っ
て
居
て
多
く
世
間
と
交
は
ら
な
い
・
其
結
果
で
も
あ
ら
う
か
ヲ
ー

ズ
ヲ
ル
ス
詩
集
ま
で
が
こ
迫
間
に
。
二
度
位
は
机
の
七
に
置
か
れ
る
や

う
に
な
っ
た
▽

　
こ
う
し
て
、
書
斎
に
龍
っ
て
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
ワ
イ
河
畔
の
詩
（
注

②
）
を
読
ん
で
い
て
、
彼
の
中
に
蘇
っ
て
来
だ
の
は
、
ト
］
年
前
△
田
舎

教
師
と
し
て
此
所
に
一
年
間
滞
在
し
て
居
た
∇
△
佐
伯
の
風
光
∇
で
あ
っ
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た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‐

　
　
　
彼
地
に
於
て
自
分
は
教
師
と
い
ふ
よ
り
も
寧
ろ
生
徒
で
あ
っ
た
。

　
　
ヲ
ー
ズ
ヲ
ル
ス
の
詩
想
に
導
か
れ
て
自
然
を
学
ぶ
処
の
生
徒
で
あ

　
　
っ
た
。
成
程
七
年
は
経
過
し
た
、
然
し
自
分
の
眼
底
に
は
彼
地
の

　
　
山
岳
、
河
流
、
渓
谷
、
緑
野
、
森
林
悉
く
鮮
明
に
残
っ
て
居
て
。

　
　
我
故
郷
の
風
物
よ
り
も
幾
倍
の
色
彩
を
放
っ
て
居
る
。
何
故
だ
ろ

　
こ
こ
に
登
場
す
る
「
自
分
」
は
、
独
歩
自
身
と
見
て
ほ
ぼ
間
違
い
な

か
ろ
う
。
七
年
前
に
佐
伯
に
行
っ
て
い
た
こ
と
、
そ
の
前
年
に
ワ
ー
ズ

ワ
ー
ス
詩
集
を
手
に
入
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
推
察
し
て
。

　
瀬
沼
茂
樹
も
そ
の
よ
う
に
考
え
て
△
作
者
は
明
治
三
十
三
年
十
一
月
、

原
宿
の
自
宅
で
ワ
ア
ズ
ワ
ス
を
読
み
返
し
、
『
チ
ン
テ
ル
ン
精
舎
の
詩
』

に
あ
る
「
人
情
の
幽
音
悲
調
」
に
思
ひ
を
ひ
そ
め
な
が
ら
、
こ
の
詩
集

に
心
酔
し
た
佐
伯
時
代
を
追
想
す
る
。
八
年
の
歳
月
に
、
い
つ
か
ワ
ア

ズ
ワ
ス
を
閑
却
す
る
や
う
に
な
っ
た
こ
と
を
反
省
し
、
「
人
は
歳
月
の

谷
間
へ
と
下
る
」
と
い
ふ
人
の
運
命
に
「
彼
時
は
お
互
に
未
だ
若
か
っ

た
」
と
頭
を
掻
く
。
▽
と
解
題
の
続
き
を
書
い
て
い
る
。

　
さ
て
、
明
治
二
十
七
年
に
佐
伯
を
去
っ
て
か
ら
足
掛
け
七
年
、
そ
の

間
に
独
歩
の
身
の
上
に
は
様
々
な
こ
と
が
あ
っ
た
。
佐
々
城
信
子
と
の

結
婚
と
別
離
の
悲
劇
、
榎
本
治
と
の
結
婚
、
長
女
貞
の
誕
生
。
一
家
の

主
人
と
し
て
の
世
俗
的
な
生
活
の
苦
し
み
な
ど
。
そ
れ
を
独
歩
は
登
場

人
物
「
自
分
」
を
通
し
て
　
＜
爾
来
数
年
の
間
自
分
は
孤
独
、
畏
憚
、

苫
悩
、
悲
哀
の
か
ず
／
へ
を
尽
し
た
、
自
分
は
決
し
て
幸
福
な
人
で
は

な
か
っ
た
、
自
分
の
生
活
は
決
し
て
平
坦
で
は
な
か
っ
た
。
（
略
）
我

心
は
此
等
の
圧
力
を
加
へ
ら
る
ｉ
毎
に
数
々
番
匠
川
畔
の
風
光
を
憶
つ

た
。
▽
と
書
い
て
い
く
。

　
こ
の
作
品
の
舞
台
は
瀬
沼
の
解
題
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
佐

伯
で
は
な
く
て
東
京
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
彼
の
内
面
に
展
開
す

る
光
景
は
、
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
詩
の
世
界
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
触

発
さ
れ
る
佐
伯
の
風
光
な
の
で
あ
る
。
彼
に
は
、
自
分
の
故
郷
の
風
物

よ
り
も
、
佐
伯
の
そ
れ
が
鮮
明
に
蘇
っ
て
来
る
の
だ
っ
た
。
そ
れ
な
の

に
△
今
や
如
何
、
今
や
如
何
。
我
此
ご
一
年
の
生
活
は
殆
ど
佐
伯
を
忘

れ
し
め
、
而
し
て
た
ま
さ
か
に
佐
伯
を
憶
へ
ば
彼
時
の
生
活
は
我
な
が

ら
我
の
如
く
に
は
思
は
れ
な
く
な
っ
た
▽
の
で
あ
る
。
あ
の
頃
の
純
粋

な
魂
、
若
々
し
い
詩
心
は
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
自
分
は
詩
集
を
其
儒
に
し
て
静
に
佐
伯
の
こ
と
を
億
ひ
は
じ
め

　
　
た
。
流
石
に
忘
れ
果
て
ゝ
は
居
な
い
、
彼
時
の
事
此
時
の
こ
と
、

　
　
自
分
の
繰
返
し
た
逍
遥
の
時
を
憶
ふ
に
つ
け
て
其
時
自
分
の
眼
に

　
　
彫
込
ま
れ
た
風
光
は
鮮
か
に
現
は
れ
て
来
る
、
画
を
見
る
よ
り
も

　
　
鮮
明
に
現
は
れ
て
来
る
。
秋
の
空
澄
み
渡
っ
て
三
里
隔
つ
る
見
越

　
　
山
の
半
腹
か
ら
真
直
に
立
上
る
一
纏
の
青
煙
す
ら
あ
り
／
へ
と
眼

　
　
に
浮
ん
で
来
る
。

そ
こ
で
佐
伯
時
代
に
付
け
て
い
た
日
記
を
出
し
て
読
み
、
そ
の
時
そ
の

時
の
風
景
を
思
い
浮
か
べ
て
い
た
時
に
来
訪
者
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
小

山
と
い
う
青
年
で
あ
っ
た
。

　
小
山
は
「
自
分
」
が
佐
伯
に
い
た
時
分
と
同
年
輩
の
青
年
で
、
両
家

に
な
ろ
う
と
熱
心
に
勉
強
し
て
い
る
同
郷
の
後
輩
で
あ
っ
た
。
彼
の
顔

に
は
暗
齢
な
影
が
あ
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
医
師
に
し
た
い
と
い
う
両
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親
の
意
志
に
況
し
て
、
画
家
た
ろ
う
と
志
し
て
い
る
か
ら
で
あ
っ
た
。

青
年
が
取
り
出
し
て
見
せ
た
二
三
枚
の
写
生
は
△
進
歩
が
頗
る
現
は
れ

て
、
最
早
や
素
人
の
域
を
脱
し
て
居
る
∇
と
「
自
分
」
に
は
見
え
た
。

散
歩
に
出
よ
う
と
誘
う
青
年
を
し
ば
し
留
め
て
、
「
自
分
」
は
次
の
よ

う
に
語
り
出
す
。

　
　
『
恰
度
君
の
年
だ
っ
た
僕
が
ヲ
ー
ズ
ヲ
ル
ス
に
全
心
を
打
こ
ん
だ
の

は
、
其
熱
心
の
度
は
決
し
て
君
の
今
画
に
対
す
る
熱
心
に
譲
ら
な
か
っ

た
。
君
が
画
板
を
持
っ
て
郊
外
を
う
ろ
つ
き
剋
は
つ
て
居
る
や
う
に
、

僕
は
此
詩
集
を
懐
ろ
に
し
佐
伯
の
山
野
を
歩
る
き
散
か
し
た
が
、
僕
は

今
も
そ
の
時
の
事
を
思
ひ
だ
す
と
何
だ
か
懐
か
し
く
っ
て
涙
が
こ
ぼ
れ

る
や
う
な
気
が
す
る
よ
』

　
　
「
自
分
」
と
青
年
と
は
△
同
じ
自
然
の
崇
拝
者
で
あ
る
。
彼
は
画
に

由
て
、
自
分
は
詩
に
導
か
れ
て
。
自
分
の
語
る
処
は
彼
に
能
く
了
解
る
。

彼
の
問
う
処
は
自
分
の
言
は
ん
と
欲
す
る
処
▽
で
あ
る
。
彼
は
青
年
に
、

佐
伯
時
代
に
そ
の
自
然
を
文
章
で
ス
ケ
。
チ
し
た
日
記
を
示
す
。

　
　
野
を
散
歩
す
日
暖
か
に
し
て
小
春
の
季
節
な
り
。
櫨
紅
葉
は
半
ば

　
　
散
り
て
半
ば
枝
に
残
り
た
る
、
風
吹
く
ご
と
に
閃
き
飛
ぶ
。
海
近

　
　
き
河
口
に
至
る
。
潮
退
て
州
あ
ら
は
れ
鳥
の
群
、
飛
び
剋
る
。
水

　
　
門
を
下
ろ
す
童
子
あ
り
。
灘
村
に
舟
を
渡
さ
ん
と
舷
に
腰
か
け
て

　
　
潮
の
来
る
を
待
つ
ら
ん
若
者
あ
り
。
背
低
き
櫨
堤
の
上
に
樹
ち
て

　
　
浜
風
に
吹
か
れ
、
紅
の
葉
毎
に
光
を
放
つ
。
野
末
吉
に
百
舌
鳥
の

　
　
あ
は
た
ゞ
し
く
嗚
く
が
聞
ゆ
。
純
白
の
裏
羽
を
日
に
か
、
ゞ
や
か
し

　
　
鋭
く
羽
風
を
切
っ
て
飛
ぶ
は
魚
鷹
な
り
。
其
昔
に
小
さ
き
島
な
り

　
　
し
今
は
丘
と
な
り
て
、
其
麓
に
は
林
を
周
ら
し
、
山
鳩
の
栖
処
に

　
　
恰
好
し
き
が
あ
り
。
其
片
陰
に
家
数
二
十
に
は
足
ら
ぬ
小
村
あ
り
、

　
　
浜
風
の
衝
に
当
り
て
野
を
控
ゆ
。
ヱ
上
月
三
目
の
記
）

　
彼
は
更
に
十
一
月
二
十
二
日
の
夜
の
と
こ
ろ
も
読
む
の
で
あ
る
。

　
　
月
の
光
、
夕
の
香
を
こ
め
て
僅
に
照
り
そ
め
し
頃
河
岸
に
出
づ
。

　
　
村
々
浦
々
の
人
、
既
に
舟
と
共
に
散
じ
て
昼
間
の
喧
し
き
に
似
ず

　
　
最
と
寂
び
た
り
。
白
馬
一
匹
繋
ぎ
あ
り
、
忽
ち
馬
子
来
り
、
牽
い

　
　
て
石
級
（
段
カ
）
を
降
り
渡
船
に
乗
ら
ん
と
す
。
馬
惺
れ
て
乗
ら

　
　
ず
。
二
三
の
人
、
船
と
岸
と
に
在
っ
て
黙
し
て
之
を
見
る
。
馬
漸

　
　
く
船
に
乗
り
て
船
、
河
の
中
流
に
出
づ
れ
ば
、
灘
山
の
端
を
離
れ

　
　
て
冴
え
く
と
照
る
月
の
光
、
鮮
か
に
映
り
て
馬
白
く
人
黒
く
舟

　
　
危
し
。
何
心
な
く
眺
め
て
在
り
し
苔
は
幾
百
年
の
昔
を
眼
前
に
見

　
　
る
心
地
し
て
一
種
の
哀
情
を
惹
き
ぬ
。
船
廻
り
し
時
我
等
亦
だ
乗

　
　
り
て
渡
る
。
中
流
よ
り
石
級
の
方
を
望
め
ば
理
髪
所
の
灯
火
赤
く

　
　
四
囲
の
闇
を
隈
ど
り
、
そ
が
前
を
少
女
の
群
ゆ
き
つ
返
り
つ
し
て

　
　
守
唄
の
節
合
す
る
が
聞
ゆ
。

　
彼
は
な
お
も
、
十
二
月
二
十
六
日
の
記
を
青
年
に
読
ん
で
聞
か
せ
る

の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
引
用
す
る
の
は
や
め
て
お
こ
う
。
こ
う
し
て

｀
「
小
春
」
に
は
佐
伯
の
ス
ケ
。
チ
が
数
多
く
姿
を
見
せ
る
の
で
あ
る
。

独
歩
の
故
郷
の
風
物
よ
り
も
幾
倍
の
色
彩
を
放
っ
て
、
彼
の
内
面
に
そ

の
姿
を
留
め
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
同
時
に
彼
は
、
ま
だ
鋭
敏
な
感

受
性
を
持
ち
、
柔
ら
か
な
詩
心
の
充
溢
し
て
い
た
佐
伯
時
代
の
自
分
の

青
春
に
、
思
い
を
馳
せ
る
の
で
あ
っ
た
。

　
午
後
、
二
人
は
家
を
出
る
。
大
空
は
春
の
よ
う
に
か
す
ん
で
い
る
。

そ
の
下
を
歩
い
て
高
台
に
出
る
。
四
囲
が
俄
か
に
開
け
て
、
林
の
上
を
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見
え
隠
れ
に
国
境
の
連
山
が
微
か
に
見
え
た
。
＜
此
時
自
分
の
端
な
く

想
出
し
だ
の
は
佐
伯
に
居
る
時
分
、
見
越
山
の
絶
頂
か
ら
遠
く
天
外
を

望
ん
だ
時
の
光
景
で
あ
る
。
山
の
七
に
山
が
重
り
、
秋
の
日
の
水
の
如

く
澄
む
だ
空
気
に
映
じ
て
紫
色
に
染
り
、
其
天
未
に
糸
を
引
く
が
如
き

連
峯
の
夢
よ
り
も
淡
き
を
見
て
白
‥
分
は
一
種
の
哀
情
を
催
し
、
此
等
相

重
な
る
山
々
の
谷
間
に
住
む
生
民
を
懐
は
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
∇

　
彼
は
小
山
に
自
分
の
抱
い
た
以
Ｌ
の
よ
う
な
感
情
を
語
り
な
が
ら
行
‘

く
。
林
の
中
に
よ
肋
の
流
れ
が
あ
り
、
そ
こ
に
殆
ど
落
ち
ん
ば
か
り
に

一
本
の
橋
が
掛
か
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
小
山
は
ス
ケ
。
チ
を
始
め
、
彼

は
詩
集
を
開
く
。
林
に
は
楢
の
枯
れ
葉
の
磨
れ
合
う
音
が
あ
る
。
そ
の

音
を
聞
い
て
い
る
う
ち
に
△
何
だ
か
三
四
年
前
ま
で
、
自
分
の
胸
に
響

い
た
我
心
の
調
に
再
び
触
れ
た
や
う
な
心
も
ち
が
す
る
。
▽
そ
の
時
、

　
　
『
兄
さ
ん
？
・
』
と
小
山
は
突
然
呼
ん
だ
、
『
兄
さ
ん
、
人
の
一
生
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｆ
ｆ
Ｉ
Ｉ

　
　
四
季
に
喩
へ
る
や
う
で
す
が
、
春
を
小
生
の
や
う
な
時
と
し
て
、

　
　
小
春
は
幾
歳
位
に
喩
へ
て
可
い
で
し
よ
う
』
と
何
を
感
じ
た
か
、

　
　
彼
方
へ
向
い
た
ま
犬
。
］
つ
た
。

　
　
　
『
秋
か
ね
？
・
』

　
　
　
『
秋
と
言
は
な
い
で
、
小
春
で
す
よ
！
』

　
　
　
『
僕
の
や
う
な
の
が
小
春
だ
ら
う
Ｉ
・
』
と
自
分
は
何
心
な
く
答
へ

　
　
て
、
そ
し
て
我
知
ら
ず
、
未
だ
嘗
て
経
験
し
た
事
の
な
い
哀
情
が

　
　
胸
を
衝
て
起
っ
た
。

　
　
　
『
君
が
春
な
ら
僕
は
小
春
サ
、
小
春
サ
い
ま
に
冬
が
来
る
だ
ら
う

　
　
よ
１
・
』

　
　
　
『
ハ
Ｎ
Ｘ
へ
Ｎ
冬
が
過
ぎ
れ
ば
又
春
に
な
り
ま
す
か
ら
ね
工
』
と

　
　
小
山
は
さ
も
軽
々
と
答
へ
た
。

　
　
　
四
囲
は
再
び
寂
然
と
な
っ
た
。
小
山
は
口
笛
を
吹
き
な
が
ら
描

　
　
い
て
居
る
。
自
分
は
思
っ
た
、
寧
ろ
此
一
一
人
が
意
味
あ
る
画
題
で

　
　
は
な
い
か
と
。

　
「
小
春
」
と
い
う
作
品
は
こ
こ
で
終
わ
る
。
こ
の
部
分
は
、
こ
の
作
品

の
題
名
の
意
味
を
示
す
と
と
も
に
、
こ
の
作
品
を
解
く
重
要
な
鍵
と
な

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
小
山
の
質
問
は
、
っ
自
分
」
に
彼
の
青
春
の
過
ぎ
去
っ
た
こ
と
を
白
目

覚
さ
せ
る
。
小
山
の
年
頃
に
彼
は
佐
伯
に
あ
っ
た
。
独
歩
こ
と
哲
夫
が

佐
伯
に
滞
在
し
た
の
は
明
治
二
十
六
年
の
秋
か
ら
、
明
治
二
十
し
年
の

夏
に
か
け
て
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
瑞
々
し
い
感
受
性
に
よ
っ

て
、
佐
伯
の
人
々
と
自
然
に
、
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
詩
の
庶
界
を
観
て
い

た
頃
で
あ
っ
た
。
「
小
春
」
に
お
い
て
は
、
小
山
が
ち
ょ
う
ど
こ
の
年

頃
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
自
分
」
は
そ
れ
よ
り
七
年
の
先

革
と
な
っ
て
い
る
。
今
や
四
囲
の
自
然
が
小
春
で
あ
る
よ
う
に
、
「
自

分
」
は
人
生
れ
の
小
春
を
迎
え
て
い
る
。
こ
の
作
品
の
題
名
が
フ
學
春
」

た
る
所
以
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
三
四
年
、
「
自
分
」
は
か
つ
て
△
自
分
の
胸
に
響
い
∇
て
い
た

△
我
心
の
調
∇
を
失
っ
て
い
た
。
そ
れ
が
、
今
日
小
山
と
こ
の
林
ま
で

来
て
、
は
し
な
く
も
蘇
っ
て
来
た
。
そ
の
時
小
山
に
、
先
に
引
用
し
た

よ
う
な
質
問
を
受
け
た
の
で
あ
る
。
「
自
分
」
の
心
に
＜
未
だ
曽
て
経

験
し
た
事
の
な
い
哀
情
∇
が
起
こ
っ
た
の
も
無
煙
は
あ
る
ま
い
。
小
山

は
△
冬
が
過
ぎ
れ
ば
又
た
春
に
な
り
ま
す
か
ら
ね
エ
▽
と
い
う
が
人
生

で
は
そ
う
い
う
訳
に
は
い
か
な
い
。
小
春
は
冬
の
入
口
で
あ
り
、
冬
は

孫一
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人
生
の
終
焉
を
厳
然
と
示
し
て
い
る
。
△
寧
ろ
此
二
人
が
意
味
あ
る
画

題
で
は
な
い
か
▽
と
「
自
分
」
が
思
っ
た
の
に
は
、
彼
に
そ
の
自
覚
が

あ
っ
た
か
ら
に
相
違
な
い
。
つ
ま
り
、
瑞
々
し
い
感
受
性
に
溢
れ
て
、

自
然
の
真
を
描
こ
う
と
し
て
い
る
青
年
と
、
既
に
そ
の
時
期
を
過
ぎ
て

△
我
心
の
調
▽
す
ら
失
い
か
け
て
い
る
「
小
春
」
の
自
分
が
同
じ
林
の

中
に
座
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
人
生
の
一
断
面
図
で
は
な
い
か
。

「
小
春
」
は
こ
の
よ
う
に
し
て
、
自
然
の
小
春
に
重
ね
て
人
生
の
春
と

小
春
の
姿
を
描
い
た
小
品
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
、
ワ
ー

ズ
ワ
ー
ス
と
佐
伯
が
頻
出
す
る
の
は
、
そ
の
時
代
が
作
中
人
物
の
「
自

分
」
こ
と
独
歩
（
佐
伯
時
代
の
哲
夫
）
の
春
だ
っ
た
か
ら
に
外
な
る
ま

い
。
し
か
し
、
「
小
春
」
の
自
分
に
、
今
△
三
四
年
前
ま
で
、
自
分
の

胸
に
響
い
た
我
心
の
調
▽
が
再
び
流
れ
出
す
の
を
知
る
。
と
い
う
こ
と

は
、
こ
の
小
品
が
独
歩
の
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と

を
も
意
味
す
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
こ
の
点
を
解
明
し
た
「
小
春
」
論
に
北
野
昭
彦
の
「
独
歩
「
小
春
」

論
１
詩
精
神
の
再
生
と
＜
回
想
▽
の
意
味
―
」
（
注
③
）
か
お
る
。
氏

は
「
わ
か
れ
」
と
「
小
春
」
と
の
間
に
二
年
の
空
白
が
あ
る
こ
と
を
指

摘
し
た
う
え
で
、
「
小
春
」
を
＜
独
歩
が
文
学
的
再
出
発
に
際
し
て
、

ま
ず
自
ら
の
作
家
主
体
形
成
の
「
本
源
」
と
自
認
す
る
ワ
ー
ズ
ワ
ス
の

詩
精
神
へ
立
返
る
こ
と
に
よ
り
、
「
実
際
界
」
へ
の
埋
没
状
態
を
脱
し

て
作
家
主
体
の
再
生
を
期
す
る
心
境
を
の
ぞ
か
せ
て
い
る
▽
作
品
と
み

る
。
そ
し
て
、
＜
こ
れ
を
契
機
に
し
て
明
治
三
十
五
、
六
年
の
最
も
充

実
し
た
創
作
活
動
を
展
開
▽
し
た
と
す
る
。
従
っ
て
、
こ
の
小
品
の
最

終
場
面
を
△
再
び
返
ら
ぬ
青
春
へ
の
愛
惜
・
諦
観
と
い
う
面
か
ら
捉
え

る
だ
け
で
は
不
十
分
∇
だ
と
誼
う
。
こ
れ
は
鋭
い
指
摘
で
あ
っ
た
。

　
独
歩
が
「
源
お
ぢ
」
に
よ
っ
て
文
学
的
出
発
を
な
し
た
こ
と
は
、
周

知
の
こ
と
で
あ
り
、
私
も
す
で
に
書
い
た
（
注
④
）
。
そ
し
て
、
「
小
春
」

を
書
く
こ
と
に
依
っ
て
文
学
的
な
再
出
発
を
す
る
の
で
あ
る
。
独
歩
を

文
学
者
た
ら
し
め
た
こ
の
二
作
品
が
、
い
ず
れ
も
佐
伯
に
深
く
関
わ
っ

て
い
た
こ
と
に
、
私
は
い
た
く
興
味
を
引
か
れ
る
。
彼
の
内
面
に
お
い

て
そ
の
佐
伯
体
験
は
、
非
常
に
重
い
文
学
的
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
の

で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
「
小
春
」
に
引
用
さ
れ
る
ヮ
ー
ズ
ヮ
ー
ス
の
詩
は
な
ぜ

『
チ
ン
テ
ル
ン
精
舎
の
詩
』
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
実
は
そ
の
点
に
つ
い
て
も
北
野
昭
彦
は
、
同
じ
論
文
に
お
い
て
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
独
歩
は
ベ
ド
限
回
恥
ご
回
夙
の
冒
頭
の
「
五
年
は
経
過
せ
り
」
と

い
う
句
と
対
照
さ
せ
て
、
「
小
春
」
の
第
二
章
に
、
佐
伯
で
こ
の
詩
を

読
ん
だ
時
か
ら
「
七
年
は
経
過
せ
り
」
と
記
す
。
ヮ
ー
ズ
ヮ
ス
が
「
苦

悩
に
閃
き
暗
愉
た
る
日
夜
を
送
る
時
」
に
は
ヮ
ィ
河
畔
の
風
光
を
患
い

起
こ
し
た
の
と
同
様
に
、
彼
も
そ
ん
な
時
に
は
佐
伯
の
「
番
匠
川
畔
の

″
風
光
を
憶
っ
た
」
。
＜
つ
ま
り
、
七
年
前
、
ヮ
ィ
河
畔
を
初
め
て
訪
れ

た
二
十
三
歳
の
ヮ
ー
ズ
ヮ
ス
と
ほ
ぼ
同
年
齢
の
数
え
年
二
Ｌ
一
三
、
四
歳

の
独
歩
が
、
佐
伯
の
番
匠
川
畔
の
風
光
に
接
し
、
こ
れ
を
べ
ｙ
限
ｇ

恥
ご
回
夙
に
描
か
れ
た
ヮ
ィ
河
畔
の
風
光
と
ダ
ブ
ル
・
イ
メ
ー
ジ
化
し

て
「
眼
に
彫
込
」
ん
だ
。
そ
し
て
ヮ
ィ
河
畔
を
再
び
訪
れ
て
“
T
i
n
t
e
r

n

A
b
b
e
夙
を
書
い
た
二
十
八
歳
の
ヮ
ー
ズ
ヮ
ス
と
ほ
ぼ
同
年
齢
の
、

数
え
年
三
ト
歳
の
独
歩
が
、
そ
の
詩
を
読
返
し
て
番
匠
川
畔
の
風
光
を

17－



思
い
つ
つ
「
小
春
」
を
書
く
、
と
い
う
ふ
に
な
る
▽
。
ワ
ー
ズ
ワ
ス
は

妹
を
伴
っ
て
ワ
イ
河
畔
を
再
度
訪
れ
る
。
だ
が
、
独
歩
は
佐
伯
を
再
訪

し
な
い
。
そ
の
時
代
に
愛
誦
し
た
ワ
ー
ズ
ワ
ス
の
詩
や
彼
の
当
時
の
日

記
を
読
み
返
し
て
、
意
識
の
中
に
佐
伯
時
代
の
生
活
や
風
光
が
「
画
を

見
る
よ
り
も
鮮
明
に
現
は
れ
て
来
る
」
。
そ
れ
が
△
ワ
ー
ズ
ワ
ス
の
ワ

イ
河
畔
再
訪
と
同
じ
意
味
を
も
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
し
、
さ
ら
に
「
小

春
」
の
第
四
章
か
ら
小
山
の
名
で
登
場
す
る
若
い
画
家
の
岡
落
葉
と
共
〃

に
、
か
つ
て
独
歩
が
佐
伯
に
次
い
で
よ
く
歩
い
た
武
蔵
野
を
再
び
訪
れ

る
に
至
っ
て
、
そ
れ
は
ワ
ー
ズ
ワ
ス
が
妹
を
伴
っ
て
ワ
イ
河
畔
を
叫
び

歩
い
た
の
と
完
全
に
同
じ
比
重
に
至
る
の
で
あ
る
。
▽

　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
独
歩
が
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
『
チ
ン
テ
ル
ン
精
舎

の
詩
』
を
こ
の
小
品
に
引
用
し
た
意
図
は
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
と
同
時

に
「
小
春
」
の
構
造
の
特
色
も
明
瞭
に
な
る
。
北
野
の
論
文
の
す
ぐ
れ

て
い
る
所
以
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
紹
介
し
て
、
拙
稿
の
欠
を
補
っ
て
お

き
た
い
。

一

一

「
豊
後
の
国
佐
伯
」

　
△
二
十
六
年
の
夏
の
終
り
よ
り
、
二
十
七
年
の
夏
の
初
め
に
至
る
ま

で
、
己
れ
豊
後
の
佐
伯
に
故
あ
り
て
住
み
た
り
▽
の
一
行
で
始
ま
る
独

歩
の
小
品
「
豊
後
の
国
佐
伯
」
は
、
そ
の
瑞
々
し
い
感
受
性
と
若
々
し

い
詩
心
に
よ
っ
て
捉
え
た
当
時
の
佐
伯
の
風
物
が
、
見
事
に
表
現
さ
れ

た
作
品
で
あ
る
。
こ
の
作
品
の
発
表
は
明
治
二
十
八
年
五
月
と
六
月
の

「
、
国
民
新
聞
」
。
一
六
〇
一
、
ヱ
ハ
○
二
、
ヱ
ハ
○
三
、
二
八
二
七
の
各

号
に
四
回
に
わ
た
っ
て
掲
載
さ
れ
た
。
当
時
独
歩
の
号
は
ま
だ
使
わ
れ

て
は
お
ら
ず
、
三
十
六
灘
外
史
と
な
っ
て
い
る
。
（
注
⑤
）

　
こ
の
小
品
は
序
と
次
の
六
章
か
ら
な
る
。
す
な
わ
ち
、
一
　
劾
声
、

こ
　
乞
食
、
三
　
城
山
、
四
　
黄
昏
、
五
　
番
匠
川
、
六
　
柿
。

　
独
歩
は
序
に
お
い
て
、
当
時
の
佐
伯
を
以
下
の
よ
う
に
紹
介
す
る
。

　
　
　
豊
後
の
地
、
山
瞼
に
し
て
渓
流
多
し
、
所
謂
ゆ
る
山
水
の
勝
に

　
　
富
む
。
佐
伯
は
其
の
。
小
巾
人
口
五
千
と
称
す
、
も
と
城
下
な
り
、

　
　
二
万
も
の
小
藩
主
を
毛
利
氏
と
呼
ぶ
、
但
し
長
州
の
毛
別
家
と
は

　
　
縁
も
ゆ
か
り
も
な
き
也
。

　
　
　
茲
は
別
天
地
な
り
。
国
道
の
通
ず
る
あ
る
な
く
、
又
だ
航
舟
の

　
　
要
路
に
当
た
ら
ず
。
山
多
く
已
に
水
田
に
乏
し
く
、
地
痩
せ
て
物

　
　
産
す
く
な
し
。

　
け
れ
ど
も
こ
の
地
は
、
独
歩
に
と
っ
て
は
殊
に
も
＜
別
天
地
の
感
▽

の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
独
歩
の
愛
読
し
た
イ
ギ
リ
ス
の
詩
人
ヮ
ー

ズ
ヮ
ー
ス
（
祠
号
日
日
祠
〇
乙
ｍ
ｊ
Ｏ
ユ
ダ
↑
ペ
ペ
ヲ
ー
∝
Ｊ
ご
）
　
の

詩
に
、
コ
人
の
少
年
」
言
ｈ
ｅ
ｒ
ｅ

ｗ
ａ
ｓ
ａ

Ｂ
〇
こ
と
い
う
詩
が
あ
る
。

　
　
▽
人
の
少
年
が
い
た
。

　
　
ウ
ィ
ナ
ン
ダ
ー
の
断
崖
と
島
々
よ
、

　
　
お
前
た
ち
は
彼
を
よ
く
知
っ
て
い
る
。

　
　
幾
度
と
な
く
、
黄
昏
れ
ど
き
、

　
　
。
番
早
い
星
々
が
山
の
端
に
見
え
つ
隠
れ
つ
勤
き
そ
め
る
こ
ろ
、

　
　
樹
の
ド
に
、
あ
る
は
、
う
す
ひ
か
る
湖
水
の
ほ
と
り
に
、

　
　
少
年
は
た
だ
ひ
と
り
佇
ん
で
い
た
。

　
　
彼
は
指
と
指
と
を
組
み
合
わ
せ
、
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口
に
つ
け
て
は
笛
の
よ
う
に
、

沈
黙
せ
る
巣
が
答
え
る
た
め
に
、

ホ
ー
ホ
ー
と
真
似
声
を
立
て
た
。

す
る
と
集
は
湿
っ
ぽ
い
谷
を
越
え
て
叫
び
、

彼
が
呼
べ
ば
巣
も
、
ま
た
、
叫
ん
だ
。

ふ
る
え
る
音
、
長
い
声
、
鋭
い
叫
び
、

そ
し
て
声
高
き
反
響
が
く
り
返
さ
れ
た
。

陽
気
な
騒
ぎ
の
狂
え
る
混
乱
１
・

や
が
て
声
が
と
切
れ
て
沈
黙
が
来
り
、

少
年
の
巧
妙
な
誘
引
も
無
駄
だ
っ
た
。

そ
し
て
時
々
、
そ
の
静
け
さ
の
中
に
耳
を
す
ま
す
と
、

心
を
静
か
に
ゆ
す
る
滝
の
音
が
、

思
い
が
け
な
く
優
し
く
彼
を
驚
か
し
た
。

或
は
、
ま
た
、
眼
に
映
ず
る
景
色
が
、

そ
の
厳
か
な
る
姿
や
、
巌
や
、

森
や
、
静
か
な
湖
水
に
う
つ
る
定
か
な
ら
ぬ
空
と
共
に
、

彼
の
心
に
不
意
に
這
人
っ
て
来
た
。

こ
の
子
供
は
ま
だ
満
十
二
歳
に
も
な
ら
ぬ
う
ち
に
、

友
だ
ち
と
別
れ
、
若
く
し
て
死
ん
だ
。

彼
が
生
ま
れ
て
育
っ
た
と
こ
ろ
は
、

殊
の
ほ
か
美
し
い
谷
だ
っ
た
。

墓
地
は
村
の
学
校
の
上
の
斜
面
に
あ
っ
て
、

夏
の
夕
暮
な
ど
に
そ
の
墓
地
の
間
を
過
ぎ
る
と
き
、

私
は
少
年
の
這
人
っ
て
い
る
墓
を
見
守
っ
て
、
半
時
間
ほ
ど
の
あ

　
　
い
だ
黙
っ
て
立
ち
っ
づ
け
た
。
（
注
⑥
）

　
こ
の
詩
は
、
「
春
の
鳥
」
の
中
に
次
の
よ
う
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。

△
英
国
の
有
名
な
詩
人
の
詩
に
『
童
な
り
け
り
』
と
い
ふ
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
一
人
の
児
童
が
夕
毎
に
淋
し
い
湖
水
の
畔
に
立
っ
て
、
両
手
の

指
を
組
み
合
は
し
て
、
渠
の
啼
く
ま
ね
を
す
る
と
、
湖
水
の
向
の
山
の

集
が
こ
れ
に
返
事
を
す
る
、
こ
れ
を
其
童
は
楽
に
し
て
居
ま
し
た
が
遂

に
死
に
ま
し
て
静
か
な
墓
に
葬
ら
れ
、
其
霊
は
自
然
の
懐
に
返
つ
た
と

い
ふ
意
を
詠
じ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
▽
独
歩
は
こ
の
引
用
の
後
に
続

け
て
△
私
は
こ
の
詩
が
嗜
き
で
常
に
読
ん
で
居
▽
だ
、
と
書
い
て
い
る
。

　
　
「
巣
声
」
に
お
い
て
独
歩
は
、
城
山
の
深
樹
に
、
長
所
大
明
神
の
杜

に
、
ま
た
、
若
宮
八
幡
の
杉
の
暗
き
梢
に
巣
の
声
を
聞
い
た
こ
と
を
述

べ
た
後
、
以
下
の
よ
う
な
数
行
で
こ
の
項
を
締
め
く
く
っ
て
い
る
。

　
　
　
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
に
寂
寞
の
調
を

　
　
以
て
答
ふ
。
然
れ
ど
も
余
已
に
少
年
に
非
ず
。
無
心
に
し
て
彼
れ

　
　
を
友
と
し
語
る
能
は
ざ
り
き
。
彼
れ
を
『
夜
の
悲
し
き
鳥
』
と
呼

　
　
ば
ざ
る
を
得
ざ
り
し
を
悲
し
み
た
り
。

　
右
の
箇
所
を
読
む
時
、
我
々
の
脳
衷
に
は
す
ぐ
に
先
に
引
用
し
た
ワ
ー

ズ
ワ
ー
ス
の
詩
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
独
歩
は
意
図
的
に
こ
う
表

現
し
た
の
に
違
い
な
い
。
と
い
う
の
も
、
佐
伯
の
自
然
と
ワ
ー
ズ
ワ
ー

ス
の
詩
の
世
界
と
は
、
独
歩
の
内
的
世
界
に
お
い
て
分
か
ち
が
た
く
重

層
し
て
い
た
の
だ
か
ら
。

　
と
こ
ろ
で
、
独
歩
に
は
佐
伯
の
ど
の
よ
う
な
場
所
が
最
も
印
象
深
か
っ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
小
品
を
読
ん
で
見
て
思
う
こ
と
は
、
独
歩
に
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は
鶴
谷
城
跡
、
つ
ま
り
、
城
山
こ
そ
が
佐
伯
そ
の
も
の
だ
っ
た
の
だ
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
余
が
初
め
て
佐
伯
に
入
る
や
先
ず
此
の
山
に
心
動
き
。
余
已
に

　
　
佐
伯
を
去
る
も
眼
底
其
景
容
を
拭
ひ
去
る
能
は
ず
、
此
の
山
な
く

　
　
ば
余
に
は
殆
ん
ど
佐
伯
な
き
な
り
。

　
右
の
引
用
文
中
△
此
の
山
∇
と
い
う
の
が
、
そ
の
城
山
の
こ
と
で
あ

る
ｏ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‘

　
　
　
佐
伯
の
春
先
ず
城
山
に
来
り
、
夏
先
ず
城
山
に
来
り
、
秋
又
だ

　
　
早
く
城
山
に
来
り
、
冬
は
う
ど
寒
き
風
の
音
を
先
ず
城
山
の
林
に

　
　
き
く
也
。

　
　
　
城
山
寂
た
る
時
、
佐
伯
寂
た
り
。
城
山
鳴
る
時
、
佐
伯
鳴
る
。

　
　
佐
伯
は
城
山
の
も
の
な
れ
ば
な
り
。

　
独
歩
は
こ
の
よ
う
に
城
山
を
佐
伯
の
象
徴
と
し
て
描
い
て
い
る
の
で

あ
る
。
彼
は
後
に
、
こ
よ
な
く
愛
し
た
こ
の
城
山
に
、
白
痴
の
少
年
を

配
し
て
、
一
編
の
美
し
い
小
説
を
書
き
あ
げ
る
。
そ
れ
が
「
春
の
鳥
」

で
あ
っ
た
。
そ
の
小
説
の
初
め
の
部
分
に
は
、
こ
の
小
品
の
「
城
山
」

の
条
に
あ
る
△
独
り
城
山
に
登
り
て
其
背
面
の
も
の
寂
し
気
な
る
処
に

至
れ
ば
、
蔦
葛
纏
ひ
だ
る
石
垣
の
蔭
に
人
の
声
き
こ
ゆ
、
近
づ
け
ば
三

人
の
村
女
可
憐
の
姿
に
て
折
れ
枝
を
集
め
て
居
た
る
▽
場
面
を
挿
入
し

て
い
る
。

　
＜
年
老
ひ
た
る
旅
客
が
連
れ
も
な
く
、
独
り
日
向
地
へ
と
此
の
川
を

渡
り
行
く
姿
を
見
送
り
し
は
、
余
が
佐
伯
に
着
し
た
る
其
日
の
薄
暮
な

り
き
、
こ
れ
余
が
此
の
川
を
見
た
る
最
初
な
り
。
▽
と
い
う
一
文
で
書

き
出
さ
れ
る
番
匠
川
は
、
独
歩
の
内
面
に
お
い
て
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
ワ

イ
川
と
重
層
す
る
流
れ
で
あ
っ
た
。
そ
の
流
れ
を
独
歩
は
次
の
よ
う
に

紹
介
す
る
。

　
　
　
　
『
椎
茸
を
作
る
谷
』
の
幽
遠
な
る
辺
よ
り
流
れ
出
で
て
、
み
ち

　
　
／
べ
渓
流
を
集
め
、
瀬
を
な
し
淵
を
な
し
、
鰻
、
鮒
、
鮎
、
鰹
、

　
　
な
ど
を
養
ひ
、
時
に
奥
山
に
て
き
り
だ
し
た
る
材
木
を
浮
か
べ
、

　
　
佐
伯
の
市
街
を
沿
ふ
て
流
る
辻
間
に
先
ず
城
山
の
腰
に
湛
へ
、
茲

　
　
に
始
め
て
海
よ
り
豚
り
来
る
朝
夕
の
潮
と
交
は
る
。
市
街
の
裾
に

　
　
て
三
分
し
て
大
な
る
『
デ
ル
タ
』
を
作
り
、
本
流
は
灘
山
の
麓
に

　
　
　
　
１
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１
　
か
た

　
　
至
り
狛
江
の
方
よ
り
来
る
流
及
び
木
立
の
方
よ
り
来
る
流
と
合
し

　
　
て
間
も
な
く
海
に
注
ぐ

　
そ
の
流
れ
は
夕
暮
れ
に
な
る
と
以
下
の
よ
う
な
美
し
い
た
た
ず
ま
い

を
見
せ
た
。

　
　
　
　
一
日
村
落
に
巡
行
し
て
疲
れ
は
て
、
新
月
の
影
薄
く
地
上
に
印

　
　
す
る
頃
漸
く
此
の
渡
場
に
つ
け
ば
、
対
岸
の
灯
火
鮮
明
に
水
に
映

　
　
じ
て
動
く
。
已
に
舟
に
乗
り
て
何
の
半
ば
に
出
で
上
流
を
顧
み
れ

　
　
ば
、
水
先
天
に
映
じ
、
暮
色
水
に
落
ち
、
宵
の
明
星
水
底
に
在
り

　
こ
の
番
匠
川
の
流
れ
る
佐
伯
の
町
で
、
独
歩
は
一
人
の
乞
食
の
少
年

と
漫
遊
す
る
。
そ
の
姿
は
彼
に
大
き
な
衝
撃
を
与
え
た
。

　
　
　
余
が
始
め
て
此
の
乞
食
を
街
頭
に
見
た
る
時
は
、
之
れ
地
獄
の

　
　
垣
を
抜
け
出
で
し
者
か
と
傍
ら
の
人
に
語
り
き
。

　
　
　
人
間
も
零
落
す
れ
ば
斯
く
迄
に
も
零
落
す
る
者
か
と
、
命
運
の

　
　
恐
ろ
し
き
力
を
感
じ
た
り
。
　
（
略
）

　
　
　
破
れ
傘
を
績
に
抱
き
、
腐
り
た
る
草
履
を
垢
に
黒
き
足
に
は
き
、
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痩
せ
て
枯
木
の
如
き
手
に
握
り
て
、
何
と
も
知
れ
ざ
る
物
を
目
に

　
　
運
び
つ
万
汀
く
彼
れ
を
見
た
り
。
雨
降
る
日
却
て
傘
を
持
た
ず
し

　
　
て
、
軒
端
に
影
の
如
く
立
つ
彼
れ
を
見
た
り
。

　
　
　
　
（
略
）

　
　
　
余
は
彼
れ
に
於
て
始
め
て
、
世
の
外
に
住
む
人
を
見
た
り
。

　
　
　
　
（
略
）

　
　
　
市
人
は
一
口
に
彼
れ
を
乞
食
と
い
へ
ど
、
余
は
屡
々
『
彼
れ
は

　
　
何
者
』
と
自
か
ら
問
は
ず
し
て
庄
む
能
は
ざ
り
し
な
り
。

　
人
間
と
は
何
か
、
何
処
か
ら
来
て
何
処
へ
行
く
の
か
と
い
う
命
題
を

常
に
抱
え
て
い
た
独
歩
に
と
っ
て
、
乞
食
の
少
年
の
存
在
は
人
間
に
つ

い
て
の
も
う
一
つ
の
思
惟
を
彼
に
迫
っ
た
。
と
同
時
に
、
こ
の
少
年
に

対
す
る
や
む
な
き
同
情
も
彼
の
内
面
に
は
沸
き
起
こ
っ
て
い
た
。
お
そ

ら
く
そ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
こ
こ
に
描
か
れ
た
乞
食
の
少
年
は
、
や

が
て
彼
の
小
説
「
源
お
ぢ
」
の
中
に
紀
州
と
い
う
少
年
と
な
っ
て
登
場

す
る
こ
と
に
な
る
。

　
弱
者
に
対
す
る
深
い
同
情
を
見
せ
る
独
歩
は
ま
た
、
小
児
へ
の
親
愛

感
が
人
一
倍
強
か
っ
た
。
こ
の
独
歩
の
親
愛
感
は
、
「
黄
昏
」
の
項
に

具
体
的
に
表
現
さ
れ
る
。
そ
こ
に
は
佐
伯
の
夏
の
黄
昏
の
光
景
と
、

△
城
山
の
麓
な
る
荘
戸
▽
を
汲
む
△
士
族
の
子
女
た
る
可
憐
の
風
采
失

は
ざ
る
∇
少
年
少
女
の
姿
が
点
描
さ
れ
て
い
る
。

　
　
「
豊
後
の
国
佐
伯
」
の
最
後
は
「
柿
」
の
章
で
あ
る
。
独
歩
は
佐
伯

に
種
々
あ
る
食
べ
物
の
中
か
ら
、
そ
の
代
表
と
し
て
柿
を
選
ん
だ
。

　
　
　
佐
伯
は
汁
粉
、
鮨
、
焼
甘
藷
の
新
市
街
に
非
ず
し
て
、
柿
、
梨
、

　
　
枇
杷
、
栗
の
古
城
市
な
り
。
其
う
ち
殊
に
柿
は
此
地
の
秋
の
甘
露

　
　
と
も
云
ふ
可
し
。

　
独
歩
は
そ
の
柿
の
特
色
を
以
下
の
よ
う
に
表
現
す
る
。

　
　
　
佐
伯
の
柿
に
は
核
な
し
、
其
の
形
少
し
く
半
円
な
り
。
径
殆
ん

　
　
ど
一
寸
五
分
、
さ
れ
ど
枝
よ
り
直
ち
に
口
に
運
ぶ
こ
と
能
は
ず
、

　
　
湯
ぬ
き
若
し
く
は
樽
ぬ
き
に
し
て
始
め
て
食
ふ
に
足
る
。
三
百
個

　
　
を
酒
樽
に
入
れ
、
ト
日
を
経
て
其
鏡
を
間
け
ば
、
香
気
已
に
尋
常

　
　
の
も
の
に
非
ず
、
手
に
と
れ
ば
重
し
、
汁
多
け
れ
ば
な
り
、
握
れ

　
　
ば
堅
く
、
口
に
入
る
れ
ば
溶
け
、
液
透
明
に
し
て
冷
や
き
か
な
り
。

　
　
大
な
る
も
の
二
個
を
食
へ
ば
余
は
満
足
す
、
さ
れ
ど
嘗
て
鹿
狩
の

　
　
帰
路
、
村
女
の
背
罷
よ
り
五
個
を
食
ひ
、
更
ら
に
五
個
を
食
ひ
し

　
　
事
あ
り
、
朝
食
に
代
へ
た
る
な
り
。

　
右
の
文
中
に
△
鹿
狩
の
帰
路
∇
と
あ
る
、
そ
の
体
験
は
後
に
「
鹿
狩
」

と
い
う
作
品
と
な
っ
て
結
晶
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
要
す
る
に
独
歩
は

柿
が
好
き
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
彼
は
こ
の
章
を
△
佐
伯
は
実
に
果
物

の
古
城
市
な
り
。
此
地
に
城
山
な
く
、
番
匠
川
な
く
と
も
、
猶
は
彼
の

柿
だ
に
あ
ら
は
以
て
再
造
三
造
、
四
造
す
る
に
足
る
。
▽
と
結
ん
で
い

る
。

″
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
「
。
豊
後
の
国
佐
伯
」
は
独
歩
が
佐
伯
を
去
っ

た
後
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
彼
は
在
伯
中
に
詳
細
な
日
記
を
つ
け

て
い
た
。
そ
の
中
か
ら
彼
は
最
も
印
象
深
か
っ
た
五
つ
の
事
象
を
選
択

し
て
こ
の
小
品
を
書
い
た
。
そ
の
選
択
に
は
時
間
の
経
過
と
い
う
フ
ィ

ル
タ
ー
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
の
取
捨
選
択
の
技
と
ス
ケ
。
チ
の

力
が
、
こ
の
よ
う
な
い
い
文
章
を
彼
に
書
か
せ
た
の
で
あ
る
。
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△
注
▽

注
①
　
『
国
木
田
独
歩
全
集
』
第
二
巻
（
昭
和
三
十
九
年
七
月
一
日
発

　
　
行
・
学
習
研
究
社
）
の
「
解
題
」
。

注
②
　
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
」
。

　
　
　
参
考
ま
で
に
、
田
部
重
治
選
訳
『
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
詩
集
』
（
岩

　
　
波
文
庫
）
の
当
該
詩
を
左
に
掲
げ
て
お
く
。

い
つ
と
せ
は
過
ぎ
去
り
ぬ
。

五
つ
度
の
夏
は
石
つ
度
の
長
き
冬
と
共
に
過
ぎ
去
り
ぬ
。

わ
れ
再
び
こ
こ
に
、
山
深
き
泉
よ
り
ま
ろ
び
出
で
、

か
そ
け
く
囁
や
き
つ
つ
山
路
走
る
瀬
の
音
を
き
き
、

聳
え
立
つ
け
わ
し
き
絶
壁
を
見
る
。

そ
は
人
里
は
な
れ
し
奥
ま
れ
る
景
色
に

一
き
わ
深
き
静
寂
の
思
い
を
与
え
、

地
上
の
光
景
と
大
空
の
静
寂
と
を
結
ぶ
。

月
日
は
周
り
て
、
わ
れ
再
び
こ
の
地
に
来
り
、

小
暗
き
楓
の
下
に
憩
い
て
、

農
家
の
屋
敷
、
果
樹
園
の
茂
み
を
眺
む
。

こ
れ
ら
の
樹
木
は
未
だ
熟
せ
る
果
物
を
つ
け
ず
、

た
だ
緑
一
色
に
包
ま
れ
、

小
森
や
雑
木
林
の
中
に
姿
を
か
く
す
。

ふ
た
た
び
見
る
こ
れ
ら
の
簸
、
簸
と
は
名
の
み
、

お
ど
け
る
雑
木
林
の
僅
か
に
列
を
な
せ
る
も
の
。

鄙
ぶ
る
農
園
は
そ
の
戸
口
ま
で
も
青
々
と
し
て
、

樹
々
の
間
よ
り
環
と
な
っ
て
静
か
に
の
ぼ
る
煙
り
の
條
。

家
な
き
森
の
中
に
さ
す
ろ
う
人
の
焚
火
か
、

そ
れ
と
も
或
る
隠
者
が
た
だ
ひ
と
り
洞
窟
に
往
い
て
、

炉
辺
に
坐
り
て
す
る
焚
火
か
、

定
か
な
ら
ず
…
…
。

　
　
　
　
　
　
　
こ
れ
ら
の
美
し
き
姿
、

わ
れ
見
ざ
る
こ
と
久
し
き
に
わ
た
れ
ど
、

め
し
い
た
る
人
に
取
り
て
の
景
色
と
は
異
な
れ
り
。

し
ば
し
ば
、
わ
れ
疲
れ
た
る
と
き
、

寂
し
き
部
屋
の
な
か
、
都
会
の
喧
騒
の
な
か
に
あ
り
て
、

こ
れ
ら
の
美
し
き
姿
に
想
い
を
馳
す
れ
ば
、

血
潮
に
し
み
、
胸
に
と
ど
ろ
く
快
き
感
興
お
こ
り
、

わ
が
清
ら
な
る
心
に
入
り
て
、

静
か
な
る
再
生
の
思
い
あ
り
。

わ
れ
、
ま
た
、
忘
れ
ら
れ
し
過
去
の
喜
び
を
感
ず
る
。

そ
は
恐
ら
く
、
善
人
の
生
涯
に
お
け
る
最
良
の
部
分
に
、

仁
愛
と
慈
愛
と
の

さ
さ
や
か
な
る
名
も
な
き
、
忘
れ
ら
れ
た
る
行
為
に
、

少
な
か
ら
ざ
る
影
響
を
与
う
る
も
の
。

そ
れ
に
も
劣
ら
ず
こ
れ
等
の
姿
よ
り

も
一
つ
の
気
高
き
姿
の
賜
物
を
う
け
た
り
。

そ
は
一
つ
の
幸
い
な
る
気
分
、
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神
秘
な
る
重
荷
も
、

不
可
解
な
る
こ
の
世
の
重
々
し
き
厭
わ
し
き
重
圧
も
、

そ
れ
に
浸
れ
ば
、
す
べ
て
取
り
除
か
れ
る
心
地
す
。

そ
の
静
か
な
る
恵
ま
れ
し
気
分
に
あ
る
と
き
、

愛
情
は
優
し
く
わ
れ
ら
を
導
び
き
Ｉ
『
－

や
が
て
は
こ
の
肉
体
の
呼
吸
も
、

血
液
の
運
行
す
ら
も
止
み
、

わ
れ
ら
は
肉
体
に
お
い
て
眠
り
、
魂
の
み
生
き
る
。

か
く
し
て
調
和
の
力
と
喜
び
の
深
き
力
と
に
よ
り
、

静
か
に
さ
れ
し
眼
も
て
、

わ
れ
ら
は
万
物
の
生
命
を
洞
察
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
も
し
こ
れ
が
、

空
し
き
信
念
に
過
ぎ
ず
と
す
る
も
、

暗
黒
の
中
に
あ
り
て
、
は
た
、

喜
び
な
き
真
昼
の
多
く
の
生
活
の
中
に
あ
り
て
。

　
　
　
　
」
よ
・
っ
そ
う
　
う
き
よ
　
げ
き
こ
う

無
益
な
る
焦
燥
と
浮
世
の
激
昂
と
が
、

わ
が
心
の
鼓
動
の
上
に
重
く
垂
れ
し
と
き
、

あ
犬
わ
が
心
の
汝
に
向
い
し
こ
と
の
何
と
禰
―
な
り
し
ぞ
。

あ
犬
森
林
の
ワ
イ
の
流
よ
、
森
の
中
を
彷
徨
い
行
く
者
よ
、

何
と
厦
’
、
、
わ
が
心
が
汝
に
向
い
し
こ
と
よ
。

今
や
半
ば
消
え
し
思
想
の
閃
め
き
と
、

お
ぼ
ろ
に
か
そ
け
き
、

〃

い
さ
さ
か
悲
し
き
困
惑
を
も
つ
多
く
の
想
い
出
と
を
も
っ
て
、

心
の
姿
は
再
び
よ
み
が
え
る
。

わ
れ
こ
こ
に
立
ち
て
、
現
在
の
喜
び
を
感
ず
る
の
み
な
ら
ず
、

更
に
未
来
に
向
っ
て
の
生
命
と
糧
と
が
、

こ
の
瞬
間
に
あ
る
こ
と
を
思
う
て
喜
ぶ
。

初
め
て
こ
の
山
間
に
来
り
し
時
と
は

正
し
く
わ
れ
変
り
た
れ
ど
、

あ
え
て
こ
の
希
望
を
抱
く
な
り
。

か
つ
て
は
子
鹿
の
ご
と
く
峯
を
越
え
、

深
き
何
の
ほ
と
り
、
寂
し
き
小
川
の
岸
辺
を

わ
れ
自
然
に
導
か
れ
る
ま
ま
と
び
廻
り
し
が
、

愛
す
る
も
の
を
追
い
求
む
る
よ
り
は

恐
る
る
も
の
よ
り
遁
れ
ゆ
く
人
に
似
た
り
き
。

自
然
は
そ
の
頃
わ
れ
に
取
り
て
は
凡
て
な
り
き
。

　
（
そ
の
頃
の
わ
が
少
年
時
代
の
粗
暴
な
る
よ
ろ
こ
び
と
、

そ
の
楽
し
き
動
物
的
な
る
活
動
と
は
既
に
去
れ
り
。
）

過
ぎ
し
己
が
姿
を
い
ま
描
く
こ
と
能
わ
ず
。

と
ど
ろ
く
滝
は
恋
情
の
如
く
わ
れ
に
つ
き
ま
と
い
、

聳
え
立
つ
岩
石
、
山
、
深
き
暗
き
森
、

そ
の
色
彩
も
、
形
も
、
わ
れ
に
取
り
て
は
熱
望
な
り
き
。

思
想
に
よ
り
与
え
ら
る
る
気
高
き
魅
力
も
、

肉
眼
も
て
え
ら
れ
ざ
る
興
味
も
必
要
と
せ
ざ
る

感
情
な
り
き
、
愛
な
り
き
。

そ
の
時
代
は
既
に
過
ぎ
去
れ
り
。
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あ
ら
ゆ
る
心
ゆ
く
喜
び
も
も
は
や
な
く
、

あ
ら
ゆ
る
眼
く
ら
む
狂
喜
も
今
や
失
せ
た
り
。

さ
れ
ど
わ
れ
は
そ
の
た
め
に
阻
喪
す
る
こ
と
な
し
。

嘆
く
こ
と
な
く
、
つ
ぶ
や
く
こ
と
も
な
し
。

新
た
な
る
賜
物
は
つ
い
で
来
れ
り
。

そ
は
失
え
る
も
の
に
代
り
て
、

豊
か
な
る
償
い
と
な
る
も
の
。

何
と
な
れ
ば
、
思
慮
な
き
若
き
時
代
と
は
異
な
れ
る
さ
ま
に
、

わ
れ
自
然
を
眺
む
る
す
べ
を
学
び
、

人
性
の
静
か
な
る
悲
し
き
音
楽
を
、
耀
―
間
け
り
。

こ
の
音
楽
は
心
を
清
め
鎖
め
る
広
大
な
る
力
を
も
て
ど
、

荒
々
し
き
不
調
和
な
る
も
の
に
は
あ
ら
じ
。

わ
れ
高
め
ら
れ
し
思
想
の
賜
び
も
て

わ
が
心
を
動
か
す
一
つ
の
存
在
を
感
得
せ
り
。

そ
は
落
日
の
光
の
中
と
、
円
き
大
洋
と
、
生
け
る
大
気
と
。

は
た
蒼
き
空
と
人
間
の
心
と
を
住
家
と
し
て
、

遥
か
に
深
く
浸
透
せ
る
或
も
の
の
崇
高
な
る
感
じ
な
り
。

ま
た
、
凡
て
の
思
考
す
る
も
の
及
び
、

あ
ら
ゆ
る
思
考
の
対
象
を
動
か
し
、

万
物
の
中
を
流
る
る
運
動
と
霊
と
を
感
得
せ
り
。

さ
れ
ば
、
わ
れ
今
な
お
牧
場
、
森
、
山
々
を
愛
し
、

緑
濃
き
大
地
に
見
ゆ
る
凡
て
の
も
の
を
愛
し
。

眼
と
耳
と
に
う
つ
る
偉
大
な
る
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
。

眼
と
耳
と
が
半
ば
創
造
し
、
認
知
す
る
も
の
を
愛
す
る
。

〃

か
く
し
て
自
然
の
中
に
、
は
た
、
感
覚
に
映
ず
る
も
の
の
中
に
、

わ
が
最
も
純
粋
な
る
思
想
の
安
住
地
、

わ
が
心
情
の
乳
母
、
指
導
者
、
保
護
者
、

わ
が
精
神
的
存
在
の
魂
を
認
め
て
喜
ば
し
く
思
う
。

　
　
　
　
　
　
な
お
、
ま
た
、
か
く
教
え
ら
る
る
こ
と
な
く
と
も
、

わ
れ
、
そ
の
た
め
わ
が
快
活
な
る
心
の
衰
う
る
こ
と
な
か
ら
し
め

ん
。

何
と
な
れ
ば
、
わ
れ
い
ま
汝
と
共
に
、

こ
の
美
し
き
河
岸
に
立
ち
お
れ
ば
な
り
。

わ
が
な
つ
か
し
の
友
よ
、
汝
の
声
の
内
に
、

わ
が
過
ぎ
し
日
の
心
の
言
葉
を
捉
え
、

汝
の
然
せ
る
眼
の
鋭
き
光
の
内
に
、

過
ぎ
し
日
の
わ
が
喜
び
を
見
出
す
。

あ
犬
今
し
ば
し
の
間
、

汝
の
内
に
わ
が
あ
り
し
目
の
姿
を
眺
め
た
き
も
の
。

あ
ｘ
、
い
と
お
し
き
、
い
と
お
し
き
妹
よ
、

自
然
を
愛
す
る
も
の
を
、

自
然
は
か
つ
て
裏
切
り
し
こ
と
な
き
を
却
り
て
、
わ
れ
は
か
く
願

わ
れ
ら
、
こ
の
地
上
に
あ
り
て
生
き
る
限
り
、

喜
び
よ
り
喜
び
へ
と
導
く
は
自
然
の
恩
典
な
り
。

自
然
は
わ
れ
ら
の
内
心
を
霊
感
し
、

静
穏
と
美
と
を
印
し
、
高
遠
な
る
思
想
を
も
っ
て
育
く
み
、

悪
し
き
言
葉
も
、
軽
率
な
る
判
断
も
、
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利
己
主
義
者
の
冷
笑
も
、
真
実
な
き
世
辞
も
、

日
常
生
活
に
お
け
る
物
憂
き
交
際
も
、

凡
て
わ
れ
ら
を
説
得
す
る
こ
と
能
わ
ず
、

ま
た
、
わ
れ
ら
が
瞳
に
映
る
も
の
凡
て
は
祝
福
に
充
て
り
と
の

わ
れ
ら
の
楽
し
き
信
念
を
妨
げ
る
こ
と
能
わ
し
。

さ
れ
ば
、
ひ
と
り
寂
し
く
歩
く
汝
の
上
に

月
を
し
て
輝
ら
し
め
よ
。

霧
深
き
山
風
を
し
て
、

思
い
の
ま
ま
に
汝
を
吹
か
し
め
よ
。

年
老
い
て
、
こ
れ
ら
の
烈
し
き
喜
び
然
し
て
、

落
着
け
る
喜
び
と
な
り
変
る
と
き
、

汝
の
心
は
美
し
き
も
の
凡
て
を
入
る
る
住
家
と
な
り
、

汝
の
記
憶
の
中
に
妙
え
な
る
音
と
調
和
と
が
宿
る
と
き
、

あ
犬
そ
の
時
、
孤
独
、
恐
怖
、
苦
痛
、
悲
し
み
が
汝
を
襲
う
と

や
さ
し
き
喜
び
よ
り
起
る
い
か
な
る
慰
籍
の
思
い
も
て
、

汝
は
わ
れ
を
想
い
出
し
、
わ
が
勧
告
を
想
い
浮
べ
る
こ
と
な
ら
ん
。

な
お
、
ま
た
、
わ
れ
も
し
汝
の
声
を
聞
く
こ
と
な
く
、

汝
の
輝
く
瞳
よ
り
過
ぎ
し
生
活
の

こ
の
閃
め
き
を
捉
え
ざ
る
身
と
な
る
と
も
。

汝
は
こ
の
楽
し
き
流
れ
の
ほ
と
り
に
。

共
に
立
ち
し
こ
と
を
忘
る
る
こ
と
な
か
ら
ん
。

か
く
も
永
き
間
、
自
然
の
崇
拝
者
た
り
し
わ
れ
が
。

そ
の
崇
拝
に
倦
む
こ
と
な
く
、

む
し
ろ
よ
り
温
き
愛
情
を
も
っ
て
、

お
ｘ
、
聖
な
る
愛
の
よ
り
深
き
熱
烈
さ
を
も
っ
て
、

こ
こ
に
来
り
し
こ
と
を
忘
る
る
こ
と
な
か
ら
ん
。

あ
ま
た
の
漂
白
の
後
、
訪
ず
れ
ざ
る
幾
年
の
後
、

こ
れ
ら
の
け
わ
し
き
森
、
聳
え
立
つ
崖
、

こ
の
緑
な
る
田
園
の
景
色
は
、

そ
れ
自
か
ら
の
た
め
、
ま
た
汝
の
た
め
に
、

わ
れ
に
は
。
・
き
わ
親
し
み
深
か
り
し
こ
と
を
忘
る
る
こ
と
な
が
ら

ん
。

注
③
　
『
日
本
近
代
文
学
』
第
2
5
集
（
昭
和
5
3
年
1
0
月
１
日
・
日
本
近

　
　
代
文
学
会
）

注
④
　
拙
稿
「
独
歩
『
源
お
ぢ
』
考
」
（
『
別
府
大
学
国
語
国
文
学
』
第

　
　
3
5
号
・
平
成
５
年
1
2
月
3
0
日
・
別
府
大
学
国
語
国
文
学
会
）

注
⑤
　
『
国
木
田
独
歩
全
集
』
第
十
巻
（
昭
和
四
十
三
年
ト
月
一
日
第

’
　
三
刷
発
行
・
学
習
研
究
社
）
の
「
発
表
年
月
日
順
著
作
目
録
」
に

　
　
よ
る
。

注
⑥
　
田
部
重
治
選
訳
『
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
詩
集
』
（
岩
波
文
庫
）
よ
り

　
　
引
用
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
本
学
教
授
）
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