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「
時
間
よ
止
ま
れ
」
な
ど
と
口
に
す
る
時
、
本
当
に
時
間
が
止
ま
る
と
は
思
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
今
現
在
の
こ
の
時
間
が
過
ぎ
去
っ

て
し
ま
う
の
を
惜
し
む
気
持
ち
で
あ
っ
た
り
、
こ
れ
か
ら
起
こ
る
こ
と
へ
の
恐
怖
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
っ
た
り
す
る
。
す
な
わ
ち
、
時
間
が

過
ぎ
去
っ
て
ゆ
く
こ
と
へ
の
、
何
ら
か
の
心
情
を
表
現
し
た
も
の
だ
と
言
え
る
。
想
像
力
に
よ
っ
て
現
実
に
は
あ
り
え
な
い
こ
と
を
夢
想

す
る
の
は
、
そ
れ
が
動
か
し
が
た
い
現
実
の
重
圧
を
乗
り
越
え
よ
う
と
し
て
い
る
か
ら
だ
と
も
思
え
る
。

古
代
に
お
い
て
は
「
言
霊
」
が
信
じ
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
現
代
に
お
い
て
も
、
冠
婚
葬
祭
の
場
で
は
口
に
し
て
は
な
ら
な
い
忌
み

言
葉
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
古
代
人
は
言
葉
の
持
つ
呪
力
に
よ
り
自
覚
的
で
あ
っ
た
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
し
ば
し
ば
自
然
に
対
し
て

何
か
を
願
っ
た
り
、
命
令
し
た
り
す
る
の
は
、
古
代
和
歌
の
呪
性
の
残
滓
で
あ
る
と
も
い
え
る
。

平
安
朝
に
お
い
て
多
く
伝
承
さ
れ
た
歌
徳
説
話
は
、
し
か
し
現
実
に
は
和
歌
の
呪
力
が
現
実
に
作
用
す
る
こ
と
な
ど
あ
り
え
な
い
、
と
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い
う
こ
と
の
裏
返
し
で
あ
っ
た注
１

。
歌
の
呪
性
が
終
焉
す
る
時
、
そ
れ
で
も
歌
に
祈
り
を
込
め
ず
に
入
ら
れ
な
い
人
間
の
心
情
が
浮
上
す
る
。

和
歌
は
人
の
心
を
表
現
す
る
。
決
し
て
単
純
な
「
を
か
し
」「
あ
は
れ
」
と
い
っ
た
表
現
で
は
な
く
、
時
に
象
徴
的
に
、
時
に
屈
折
し
、

時
に
叫
ぶ
が
如
く
。
一
見
す
る
と
人
の
心
を
表
し
て
い
る
よ
う
に
は
見
え
な
い
和
歌
か
ら
、
詠
み
手
の
心
情
を
引
き
出
し
て
み
せ
る
こ
と

が
で
き
る
。
和
歌
を
「
詠
む
」
の
で
は
な
し
に
「
読
む
」
と
い
う
の
は
そ
う
い
う
こ
と
だ
。
自
然
に
訴
え
か
け
る
と
い
う
表
面
上
の
形
式

の
内
に
、
不
可
能
性
へ
の
絶
望
が
隠
さ
れ
て
い
る
と
と
も
に
、
そ
う
し
た
不
可
能
性
を
な
お
言
語
化
せ
ず
に
は
お
れ
な
い
人
間
の
あ
り
よ

う
が
透
け
て
見
え
る
。
本
稿
で
は
、
古
代
和
歌
の
表
現
の
特
徴
と
し
て
、
不
可
能
性
を
希
求
す
る
和
歌
を
と
り
あ
げ
て
み
た
い
。

一

『
古
今
和
歌
集
』
巻
十
六
に
、
堀
川
太
政
大
臣
藤
原
基
経
葬
送
の
際
の
、
哀
傷
歌
二
首
が
あ
る
。

　
　
　

堀
川
の
太
政
大
臣
、
身
ま
か
り
に
け
る
時
に
、
深
草
の
山
に
を
さ
め
て
け
る
の
ち
に
よ
み
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

僧
都
勝
延

（
八
二
九
）
空
蝉
は
か
ら
を
見
つ
つ
も
な
ぐ
さ
め
つ
深
草
の
山
煙
だ
に
立
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

上
野
岑
雄

（
八
三
○
）
深
草
の
野
辺
の
桜
し
心
あ
ら
ば
今
年
ば
か
り
は
墨
染
に
咲
け

前
者
は
『
源
氏
物
語
』
に
数
度
引
用
さ
れ
て
お
り
、
後
者
も
同
様
で注
２

、『
源
氏
物
語
』「
薄
雲
」
巻
で
、
藤
壺
女
御
を
哀
悼
す
る
光
源
氏

が
口
ず
さ
む
場
面
が
、
と
り
わ
け
印
象
に
残
る
。
表
現
上
、
と
も
に
「
立
て
」「
咲
け
」
と
命
令
形
で
一
首
を
終
え
て
い
る
点
が
目
に
つ

く
で
あ
ろ
う
。

「
命
令
形
」
と
い
う
文
法
用
語
に
惑
わ
さ
れ
が
ち
だ
が
、
実
際
の
用
例
で
は
、
命
令
形
で
あ
っ
て
も
文
脈
上
、
願
望
や
依
頼
の
ニ
ュ
ア
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ン
ス
に
近
い
も
の
も
あ
る
か
ら
、
命
令
形
が
一
概
に
強
い
表
現
だ
と
は
言
い
切
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
例
え
ば
集
中
の
次
の
よ
う
な

例
と
比
較
し
て
み
よ
う
。

　
　
　

亭
子
院
歌
合
の
と
き
よ
め
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
勢

（
六
八
）
見
る
人
も
な
き
山
里
の
桜
花
ほ
か
の
散
り
な
む
の
ち
ぞ
咲
か
ま
し

　
　
　

僧
正
遍
昭
に
よ
み
て
お
く
り
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

惟
喬
親
王

（
七
四
）
桜
花
散
ら
ば
散
ら
な
む
散
ら
ず
と
て
ふ
る
さ
と
人
の
来
て
も
見
な
く
に

字
余
り
・
字
足
ら
ず
は
考
え
に
入
れ
な
い
と
し
て
、
仮
に
八
二
九
歌
や
八
三
○
歌
を
、
例
え
ば
「
煙
だ
に
立
た
ま
し
」「
墨
染
め
に
咲

か
な
む
」
と
言
い
換
え
得
て
み
る
。
ま
た
、
六
八
歌
を
「
ほ
か
の
散
り
な
む
の
ち
ぞ
咲
け
」、
七
四
歌
を
「
散
ら
ば
散
れ
」
と
し
て
み
る

と
、
意
味
的
に
は
さ
し
た
る
違
い
は
な
く
と
も
、
ニ
ュ
ア
ン
ス
上
の
相
違
は
生
ず
る
だ
ろ
う
。
六
八
歌
の
「
咲
か
ま
し
」
は
、
誰
も
見
る

人
の
い
な
い
山
里
の
桜
を
夢
想
す
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
眼
目
が
あ
る
か
ら
、「
咲
け
」
で
は
表
現
と
し
て
強
す
ぎ
る
だ
ろ
う
。
命
令
形

は
、
対
象
に
直
接
訴
え
る
趣
が
あ
る
か
ら
、
想
像
上
の
山
里
の
桜
に
使
う
の
は
違
和
感
が
生
ず
る
。「
散
ら
ば
散
ら
な
む
」
と
「
散
ら
ば

散
れ
」
は
、
意
味
上
ほ
と
ん
ど
変
わ
る
と
こ
ろ
は
な
い
が
、
こ
の
歌
は
遍
昭
の
訪
れ
が
な
い
こ
と
を
恨
む
歌
だ
か
ら
「
散
ら
ば
散
れ
」
と

詠
ん
で
し
ま
っ
て
は
絶
縁
の
表
明
と
も
取
ら
れ
か
ね
な
い
。
こ
の
歌
は
決
し
て
花
が
散
る
事
を
望
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

命
令
形
と
、
願
望
の
助
動
詞
や
助
詞
と
の
間
に
、
意
味
の
大
き
な
相
違
は
な
く
と
も
、
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
相
違
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

表
現
上
の
強
さ
と
、
他
者
へ
の
直
接
的
な
訴
え
か
け
、
と
い
っ
た
あ
た
り
を
、
仮
に
命
令
形
の
持
つ
ニ
ュ
ア
ン
ス
だ
と
し
て
お
き
た
い
。

さ
て
、
冒
頭
の
二
首
に
戻
っ
て
考
察
を
続
け
よ
う
。
こ
の
二
首
は
と
も
に
命
令
形
を
用
い
た
哀
傷
歌
、
と
い
う
共
通
点
を
持
つ
が
、
歌
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の
質
に
は
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
八
二
九
歌
か
ら
考
え
る
。「
空
蝉
は
」
の
「
空
蝉
」
を
「
蝉
」
と
解
釈
す
る
説
が
古
注
釈
以
来
存
在
す

る
。
す
な
わ
ち
「
は
か
な
い
と
い
わ
れ
る
蝉
で
も
そ
の
形
見
の
ぬ
け
が
ら
を
見
れ
ば
慰
め
ら
れ
る
の
だ
」（『
古
典
文
学
全
集
』）
の
よ
う

な
解
釈
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
、「
慰
め
ら
れ
る
」
の
は
何
か
不
明
確
で
あ
る
。
人
間
が
飼
っ
て
い
た
蝉
が
数
日
で
死
ん
で
し
ま
い
、
そ
の

抜
け
殻
を
見
て
悲
し
み
を
慰
め
る
、
と
で
も
い
う
こ
と
に
な
る
か
。
こ
こ
は
、「
空
蝉
は
」
は
条
件
を
表
し
、「
遺
体
が
埋
葬
さ
れ
ず
に
目

の
前
に
あ
る
間
は
」
く
ら
い
の
解
釈
を
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
実
際
に
人
の
死
に
直
面
す
れ
ば
、
遺
体
と
は
、
そ
の
状
態
に
も
よ
る

だ
ろ
う
が
、
死
と
い
う
現
実
を
突
き
つ
け
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
生
き
残
っ
た
者
の
心
を
慰
め
る
と
言
う
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
そ
の

点
に
お
い
て
、
こ
の
歌
は
、
人
の
死
に
際
し
て
の
実
感
と
い
う
よ
り
、
観
念
的
な
要
素
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
下
の
句
は
ど
う
か
。「
煙
だ
に
立
て
」
は
、
実
際
は
土
葬
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
せ
め
て
火
葬
に
し
て
名
残
の
煙
で
も
立
て
て
ほ
し

い
、
と
い
う
解
釈
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
は
土
葬
か
火
葬
か
、
と
い
っ
た
実
際
的
な
事
を
詠
ん
で
い
る
で
は
あ
る
ま
い
。「
か
ら
」
に

か
わ
る
死
者
を
偲
ぶ
よ
す
が
と
し
て
「
煙
」
を
想
定
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
で
あ
れ
ば
一
時
的
な
葬
送
の
煙
で
あ
っ
て
は
意
味
が

な
い
。
永
続
性
の
あ
る
煙
を
期
待
す
べ
き
だ
が
、
そ
の
点
こ
の
歌
は
い
さ
さ
か
詞
た
ら
ず
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
歌
の
主
題
は
、
死
に
際
し
て
の
悲
嘆
と
い
っ
た
感
情
で
は
な
い
。
遺
骸
が
埋
葬
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
人
の
存
在

は
現
世
か
ら
消
滅
し
て
し
ま
う
わ
け
で
、
そ
う
し
た
存
在
の
消
滅
に
対
す
る
畏
怖
、
と
い
っ
た
観
念
的
な
主
題
を
読
み
取
っ
て
こ
そ
、
僧

侶
の
詠
歌
と
し
て
も
ふ
さ
わ
し
い
の
で
は
な
い
か
。

そ
う
考
え
つ
つ
八
三
○
歌
を
見
る
と
、
こ
ち
ら
は
よ
り
強
い
感
情
の
表
出
さ
れ
た
歌
と
詠
め
る
。
基
経
の
死
は
寛
平
三
年
一
月
十
三
日

で
、
埋
葬
は
桜
の
開
花
よ
り
も
早
い
時
期
か
。
程
な
く
迎
え
た
桜
の
花
を
見
る
前
に
詠
ん
だ
か
ど
う
か
は
不
明
だ
が
、
基
経
の
死
と
い
う

悲
し
み
が
あ
り
な
が
ら
、
桜
は
い
つ
も
通
り
の
華
や
か
さ
で
あ
る
事
の
理
不
尽
さ
、
憤
り
の
よ
う
な
感
情
を
「
墨
染
に
咲
け
」
の
命
令
形

に
見
る
事
が
で
き
よ
う
。「
心
あ
ら
ば
」
の
仮
定
条
件
は
、
い
さ
さ
か
理
に
落
ち
た
風
情
だ
が
、
一
種
の
リ
ズ
ム
は
滞
り
な
く
末
尾
の
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「
咲
け
」
と
い
う
表
現
に
向
か
っ
て
い
る
。
桜
に
命
令
す
る
こ
の
理
不
尽
さ
、
理
屈
を
越
え
た
表
現
こ
そ
が
、
こ
の
一
首
に
屈
折
し
た
感

情
の
昂
ぶ
り
を
も
た
ら
す
。
こ
れ
は
決
し
て
観
念
で
は
な
く
、
生
の
感
情
の
発
露
だ
と
い
う
点
で
、
八
二
九
歌
と
は
本
質
的
な
相
違
を
見

せ
て
い
る
と
考
え
る
。

も
う
一
つ
、『
古
今
集
』
か
ら
次
の
歌
を
取
り
上
げ
る
。

　
　
　

堀
河
大
臣
の
四
十
の
賀
、
九
条
の
家
に
て
し
け
る
時
に
よ
め
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

在
原
業
平
朝
臣

（
三
四
九
）
さ
く
ら
花
散
り
か
ひ
く
も
れ
老
い
ら
く
の
来
む
と
い
ふ
な
る
道
ま
が
ふ
が
に

桜
の
散
る
の
を
惜
し
む
歌
は
多
い
が
、
こ
の
歌
で
は
積
極
的
に
「
散
り
か
ひ
く
も
れ
」
と
、
散
る
事
を
求
め
て
い
る
。
先
の
七
四
歌
の

「
散
ら
ば
散
ら
な
む
」
は
、
散
る
な
ら
そ
れ
で
仕
方
が
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
っ
て
、
桜
が
散
る
こ
と
に
積
極
的
な
意
味
を
見
出
し
て
い

る
の
で
は
な
い
。「
散
る
」「
く
も
る
」「
老
い
ら
く
」「
ま
が
ふ
」
な
ど
、
い
ず
れ
も
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
詞
の
連
鎖
で
、
通
常
の
賀
の
歌
の
詠

み
ぶ
り
と
真
逆
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
「
老
い
ら
く
」
が
来
る
道
を
、
散
る
桜
で
攪
乱
す
る
、
と
い
う
突
飛
な
発
想
で
賀
の
歌
に
転
じ
て
い

る
の
で
あ
り
、「
散
り
か
ひ
く
も
れ
」
の
命
令
形
の
強
さ
が
、
そ
う
し
た
負
か
ら
正
へ
の
転
換
を
達
成
す
る
力
点
と
な
っ
て
い
る
。

同
時
に
、
通
常
の
賀
の
歌
が
持
つ
空
々
し
さ
と
は
無
縁
の
、
人
間
誰
し
も
逃
れ
得
ぬ
「
老
い
」
を
、
桜
の
散
り
乱
れ
る
風
景
の
中
に
擬

人
化
し
、
可
視
化
す
る
こ
と
で
、
現
実
と
夢
想
が
交
錯
す
る
空
間
を
表
現
し
て
い
る
の
で
も
あ
る
。
大
岡
信注

３

は
、「
老
年
と
死
へ
の
、
恐

怖
と
恍
惚
の
な
い
ま
ぜ
に
な
っ
た
幻
視
が
、
こ
の
歌
に
結
晶
し
て
い
る
」
と
評
し
て
い
る
。

八
三
○
歌
の
「
墨
染
に
咲
け
」
は
、
現
実
に
は
あ
り
え
な
い
光
景
の
希
求
で
あ
っ
た
が
、「
散
り
か
ひ
く
も
れ
」
は
、
人
が
望
む
と
望

ま
ざ
る
と
に
関
わ
ら
ず
必
ず
起
こ
る
が
、
そ
こ
に
擬
人
化
さ
れ
た
「
老
い
ら
く
」
を
配
置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
実
と
地
続
き
の
夢
幻

空
間
が
生
ず
る
。
そ
こ
に
は
、
間
接
的
に
人
間
普
遍
の
、
老
い
て
死
に
向
か
う
こ
と
へ
の
拒
絶
が
表
現
さ
れ
る
。
大
岡
が
「
死
を
近
く
に
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し
て
、『
つ
ひ
に
行
く
道
と
は
か
ね
て
聞
き
し
か
ど
昨
日
今
日
と
は
思
は
ざ
り
し
を
』
と
言
う
骨
太
い
絶
唱
を
残
し
た
業
平
の
、
思
弁
的

と
い
う
の
は
ま
る
で
当
た
ら
な
い
、
意
識
の
事
実
を
直
視
し
た
歌
」
と
評
す
る
こ
と
も
思
い
合
わ
せ
た
い
。

人
間
の
老
い
や
死
を
、「
恐
ろ
し
」「
悲
し
」
と
い
っ
た
直
接
的
な
心
情
語
で
表
現
す
る
の
で
は
な
く
、
命
令
形
と
い
う
詞
の
強
度
に
よ

っ
て
表
現
す
る
、
そ
の
よ
う
な
方
法
と
し
て
み
て
お
き
た
い
。

二

和
歌
研
究
に
お
い
て
は
、
そ
の
歌
が
ど
の
よ
う
に
詠
ま
れ
た
か
と
い
う
、
詠
み
手
の
視
点
か
ら
論
が
構
築
さ
れ
る
場
合
が
多
い
。
こ
れ

は
、
古
来
和
歌
の
研
究
者
が
実
作
者
で
も
あ
っ
た
と
い
う
伝
統
に
よ
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
ど
の
よ
う
に
詠
ま
れ
た
か
と
い
う
点
に
拘
泥
す

る
限
り
、
議
論
は
仮
説
の
上
に
仮
説
を
立
て
る
事
に
な
り
か
ね
な
い
。
真
実
は
歌
人
本
人
し
か
知
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
こ

に
無
用
な
歌
人
の
伝
記
を
仮
構
し
て
ゆ
く
こ
と
に
も
な
り
、
あ
り
も
し
な
か
っ
た
人
物
を
創
造
す
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。

歌
人
の
伝
記
が
明
確
な
近
代
な
ら
と
も
か
く
、
古
代
文
学
に
お
い
て
は
作
り
手
の
立
場
で
作
品
を
考
え
る
こ
と
は
慎
重
で
な
く
て
は
な

ら
な
い
。
我
々
は
あ
く
ま
で
作
品
に
対
し
て
一
個
の
読
者
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
前
書
き
の
下
に
、
続
い
て
『
万
葉
集
』
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
考
察
を
続
け
る
。
巻
二
の
い
わ
ゆ
る
「
石
見
相
聞
歌
」
は
、
柿

本
人
麻
呂
の
長
歌
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
以
下
の
議
論
に
必
要
な
い
の
で
細
か
い
語
句
の
異
伝
は
省
略
す
る
。

（
一
三
一
）
石
見
の
海　

角
の
浦
廻
を　

浦
な
し
と　

人
こ
そ
見
ら
め　

潟
な
し
と　

人
こ
そ
見
ら
め　

よ
し
ゑ
や
し　

浦
は
な
く

と
も　

よ
し
ゑ
や
し　

潟
は
な
く
と
も　

い
さ
な
と
り　

海
辺
を
さ
し
て　

に
き
た
づ
の　

荒
磯
の
上
に　

か
青
く
生
ふ
る　

玉
藻

沖
つ
藻　

朝
は
ふ
る　

風
こ
そ
寄
せ
め　

夕
は
ふ
る　

波
こ
そ
来
寄
れ　

波
の
む
た　

か
寄
り
か
く
寄
る　

玉
藻
な
す　

寄
り
寝
し

妹
を　

露
霜
の　

置
き
て
し
来
れ
ば　

こ
の
道
の　

八
十
隈
ご
と
に　

万
た
び　

か
へ
り
み
す
れ
ば　

い
や
遠
に　

里
は
離
り
ぬ
い
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や
高
に　

山
も
越
え
来
ぬ　

夏
草
の　

思
ひ
し
な
え
て　

偲
ふ
ら
む　

妹
が
門
見
む　

な
び
け
こ
の
山

通
常
、
こ
の
長
歌
に
伴
う
反
歌
お
よ
び
、
次
の
異
伝
を
一
括
し
て
論
じ
る
が
、
本
稿
の
興
味
の
中
心
は
、
と
り
あ
え
ず
末
尾
の
「
な
び

け
こ
の
山
」
と
い
う
命
令
形
の
表
現
に
あ
る
。
と
り
あ
え
ず
こ
の
一
首
を
独
立
さ
せ
て
考
え
て
い
こ
う
。

こ
の
歌
全
体
の
表
現
の
特
徴
と
し
て
、「
石
見
」
以
外
に
具
体
的
な
地
名
が
明
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
以
下

の
反
歌
や
異
伝
と
比
較
す
れ
ば
明
確
に
な
る
が
、
後
述
す
る
。
こ
の
歌
の
前
半
は
、
石
見
の
海
の
景
の
描
写
か
ら
「
寄
る
」
を
導
き
だ

し
、「
妹
」
を
導
き
出
す
。
だ
が
、
肝
心
の
「
妹
」
は
「
寄
り
寝
し
妹
」
と
記
さ
れ
る
の
み
で
、
具
体
的
な
容
貌
や
関
係
な
ど
は
一
切
説

明
さ
れ
な
い
。

そ
し
て
、
何
ら
か
の
事
情
で
、
石
見
に
「
妹
」
を
残
し
て
去
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
後
半
は
「
こ
の
道
の
」
以
下
、「
妹
」
の
住
む

「
里
」
か
ら
遠
ざ
か
る
過
程
を
描
い
て
い
く
。
い
よ
い
よ
「
山
」
に
塞
が
れ
、「
里
」
が
直
接
見
え
な
く
な
っ
た
時
点
で
、
自
分
を
思
っ
て

い
る
で
あ
ろ
う
「
妹
」
の
姿
を
ど
う
し
て
も
見
た
く
な
り
、「
な
び
け
こ
の
山
」
の
絶
唱
で
一
首
が
閉
じ
ら
れ
る
。
西
郷
信
綱注

４

が
「
恋
情

が
核
爆
発
を
と
げ
た
」
と
評
し
た
場
面
で
あ
る
。

そ
の
末
尾
に
至
る
ま
で
は
、
感
情
的
な
表
現
は
極
力
控
え
ら
れ
、
お
お
む
ね
叙
事
的
な
表
現
に
な
っ
て
い
る
が
、
強
い
て
言
え
ば
「
よ

し
ゑ
や
し
」
が
反
復
さ
れ
る
部
分
に
、
石
見
へ
の
愛
着
が
う
た
わ
れ
、
こ
れ
が
「
妹
」
に
対
す
る
愛
情
に
転
じ
て
い
く
も
の
で
あ
ろ
う
。

な
に
よ
り
も
「
な
び
け
こ
の
山
」
は
、
そ
れ
ま
で
抑
制
さ
れ
た
感
情
の
爆
発
と
で
も
言
う
べ
き
一
句
と
な
っ
て
い
る
。
い
か
な
る
事
情
に

せ
よ
、「
妹
」
と
別
れ
旅
立
っ
た
の
は
自
己
の
意
志
で
あ
り
、「
里
」
か
ら
遠
ざ
か
っ
た
の
は
自
分
の
足
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
決
し
て
「
山
」

に
よ
っ
て
「
妹
」
や
「
里
」
と
隔
て
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
主
観
的
に
は
「
妹
」
の
姿
を
隠
し
て
い
る
も
の
と
し

て
「
山
」
を
捉
え
て
い
る
。「
な
び
け
こ
の
山
」
と
い
う
、
理
不
尽
に
し
て
実
現
不
可
能
な
表
現
が
、
荒
唐
無
稽
で
は
な
一
個
の
痛
切
な

感
情
表
現
と
し
て
成
立
し
て
い
れ
ば
こ
そ
、
こ
の
作
品
が
高
い
評
価
を
得
て
き
た
。「
桜
」
が
「
墨
染
」
に
咲
く
こ
と
は
あ
り
え
な
い
の
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と
同
様
、「
山
」
が
な
び
く
こ
と
な
ど
あ
り
え
な
い
。
仮
に
山
が
動
い
て
「
里
」
が
見
え
た
に
し
て
も
、「
妹
」
の
姿
を
視
認
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
だ
が
そ
う
し
た
不
可
能
性
を
超
え
て
何
か
を
願
う
、
そ
の
感
情
の
強
さ
を
「
な
び
け
」
の
命
令
形
が
支
え
て
い
る

点
は
前
節
の
『
古
今
集
』
の
和
歌
と
同
様
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
こ
で
比
較
の
た
め
に
異
伝
を
と
り
あ
げ
て
み
よ
う
。

（
一
三
五
）
つ
の
さ
は
ふ　

石
見
の
海
の　

言
さ
へ
く　

辛
の
崎
な
る　

い
く
り
に
そ　

深
海
松
生
ふ
る　

荒
磯
に
そ　

玉
藻
は
生

ふ
る　

玉
藻
な
す　

な
び
き
寝
し
児
を　

深
海
松
の　

深
め
て
思
へ
ど　

さ
寝
し
夜
は　

い
く
だ
も
あ
ら
ず　

延
ふ
つ
た
の　

別
れ

し
来
れ
ば　

肝
向
か
ふ　

心
を
痛
み　

思
ひ
つ
つ　

か
へ
り
み
す
れ
ど　

大
舟
の　

渡
り
の
山
の　

黄
葉
の　

散
り
の
ま
が
ひ
に　

妹
が
袖　

さ
や
に
も
見
え
ず　

妻
ご
も
る　

屋
上
の
山
の　

雲
間
よ
り　

渡
ら
ふ
月
の　

惜
し
け
ど
も　

隠
ら
ひ
来
れ
ば　

天
伝
ふ

入
り
日
さ
し
ぬ
れ　

ま
す
ら
を
と　

思
へ
る
我
も　

し
き
た
へ
の　

衣
の
袖
は　

通
り
て
濡
れ
ぬ

こ
の
二
首
の
関
係
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
り
、
こ
こ
で
立
ち
入
る
余
裕
は
な
い
が
、
一
三
一
歌
の
表
現
の
洗
練
を
考
え
る
と
、
一
三
五
は

習
作
的
な
位
置
づ
け
と
し
て
お
く
べ
き
か注

５

。
前
歌
が
そ
の
ほ
ぼ
半
分
を
石
見
の
海
の
描
写
に
使
っ
た
の
に
対
し
て
、
異
伝
で
は
、
そ
の
部

分
は
簡
潔
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
具
体
的
な
地
名
も
増
え
、「
深
め
て
思
へ
ど
」「
心
を
痛
み
」「
ま
す
ら
を
と　

思
へ
る
」
な
ど
の
直

接
的
な
内
面
描
写
が
見
ら
れ
る
。
た
だ
し
、「
妹
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
「
さ
寝
し
夜
は　

い
く
だ
も
あ
ら
ず
」
と
関
係
が
で
き
て
時

間
が
経
っ
て
い
な
い
こ
と
を
思
わ
せ
る
描
写
が
あ
る
程
度
で
、
こ
れ
も
主
観
的
な
表
現
だ
と
す
れ
ば
、「
妹
」
の
具
体
的
な
描
写
が
な
い

の
は
同
様
と
い
え
る
。

末
尾
の
、「
し
き
た
へ
の　

衣
の
袖
は　

通
り
て
濡
れ
ぬ
」
は
、
普
段
涙
を
見
せ
な
い
よ
う
な
「
ま
す
ら
を
」
と
自
覚
し
て
い
る
「
我
」

が
、
衣
の
袖
を
涙
で
濡
ら
す
、
と
い
う
叙
事
的
な
表
現
で
感
情
の
極
を
表
現
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
一
三
一
歌
の
「
な
び
け
こ
の
山
」
の

独
創
性
に
比
す
る
と
、
類
型
的
と
言
わ
ざ
る
を
え
ま
い
。
こ
こ
で
、
こ
の
歌
の
「
動
作
主
体
」
と
い
う
べ
き
「
我
」
が
、
歌
の
表
層
に
露
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呈
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。

そ
も
そ
も
こ
の
「
我
」
と
は
何
者
か
。
通
常
、
こ
の
歌
は
作
者
人
麻
呂
の
実
体
験
に
基
づ
い
た
私
小
説
的
作
品
と
捉
え
ら
れ
て
い
よ

う
。
つ
ま
り
「
我
」
は
、
こ
の
石
見
で
の
恋
愛
の
当
事
者
で
あ
り
、
一
首
の
作
者
で
も
あ
る
人
麻
呂
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、

こ
の
作
品
か
ら
詳
細
の
わ
か
ら
な
い
柿
本
人
麻
呂
と
い
う
人
物
の
伝
記
を
生
み
出
す
こ
と
に
も
な
る
。
人
麻
呂
が
石
見
の
国
司
で
あ
っ

た
、
あ
る
い
は
そ
も
そ
も
石
見
出
身
で
あ
っ
た
、
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。「
我
」
が
、「
妹
」
に
未
練
を
残
し
な
が
ら
も
石
見
を
去
ら
ず

に
は
居
ら
れ
な
い
の
は
、
公
務
の
ゆ
え
で
あ
っ
た
と
い
う
よ
う
な
推
論
は
、
た
し
か
に
こ
の
作
品
の
読
解
に
寄
与
す
る
面
は
あ
る
だ
ろ

う
。
一
方
で
、
あ
ら
ゆ
る
言
語
表
現
は
、
自
ず
と
虚
構
の
要
素
を
孕
む
こ
と
も
ま
た
看
過
で
き
な
い注

６

。
本
来
的
に
、
言
葉
は
世
界
を
正
確

に
写
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

一
三
五
で
明
記
さ
れ
た
「
我
」
が
、
一
三
一
で
は
さ
れ
て
い
な
い
、
こ
こ
に
こ
の
作
品
の
持
つ
特
質
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い

か
。
一
三
一
で
「
山
」「
里
」
と
、
固
有
名
詞
が
ほ
ぼ
抽
象
化
し
て
い
る
こ
と
と
、
そ
れ
は
軌
を
一
に
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
人

間
の
感
情
と
は
き
わ
め
て
個
的
な
も
の
で
あ
る
。
我
々
は
、
た
と
え
ば
そ
れ
を
「
う
れ
し
い
」「
楽
し
い
」
の
よ
う
な
心
情
語
で
表
現
し

よ
う
と
す
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
人
間
の
感
情
そ
れ
自
体
は
、
そ
う
し
た
単
純
な
心
情
語
で
表
現
し
尽
く
せ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ば
か

り
か
、
言
葉
と
い
う
限
ら
れ
た
も
の
で
、
我
々
を
と
り
ま
く
世
界
を
表
現
し
尽
く
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
に
も
関
わ

ら
ず
そ
う
し
た
限
定
の
中
で
、
我
々
は
言
語
化
に
よ
っ
て
し
か
世
界
を
意
識
で
き
な
い
、
と
い
う
矛
盾
を
抱
え
込
む
こ
と
に
な
る
。

柿
本
人
麻
呂
と
い
う
一
個
の
人
間
が
、
石
見
の
「
妹
」
と
別
離
す
る
時
の
悲
し
み
。
他
者
で
し
か
な
い
我
々
が
そ
れ
を
本
当
に
理
解
し

よ
う
と
す
れ
ば
、
両
者
の
関
係
の
歴
史
を
追
体
験
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
無
論
そ
ん
な
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
そ
も
そ
も
本
当
に
人

麻
呂
と
い
う
人
間
が
そ
の
よ
う
な
体
験
を
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
さ
え
た
し
か
め
よ
う
が
な
い
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
我
々
は

こ
の
長
歌
と
い
う
わ
ず
か
な
言
葉
の
中
で
、
確
か
に
「
我
」
の
悲
嘆
を
感
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
時
代
状
況
も
、
使
用
し
て
い
る
言
語
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も
大
き
く
違
う
我
々
が
、
な
ぜ
こ
の
歌
に
共
感
で
き
る
の
か
。
こ
の
場
合
の
「
共
感
」
と
は
、
感
情
の
「
再
現
」
で
は
あ
り
え
な
い
だ
ろ

う
。
言
葉
が
世
界
の
全
て
を
再
現
し
え
な
い
が
ゆ
え
に
、
我
々
は
「
石
見
相
聞
歌
」
に
共
感
で
き
る
の
で
あ
る
。

「
我
」
と
「
妹
」
の
具
体
的
な
関
係
に
つ
い
て
、
長
歌
は
語
る
こ
と
は
な
い
。
な
ぜ
二
人
が
離
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
も
ま
た
、

知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
我
々
は
、
言
語
化
さ
れ
な
い
空
白
を
自
身
の
経
験
に
よ
っ
て
埋
め
よ
う
と
す
る
。「
妹
」

に
具
体
的
な
誰
か
を
当
て
は
め
る
か
も
し
れ
な
い
、
今
ま
で
行
っ
た
こ
と
の
あ
る
「
山
」
や
「
里
」
を
想
起
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
人
間

は
与
え
ら
れ
た
空
白
を
埋
め
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
一
三
一
の
長
歌
が
一
三
五
よ
り
も
優
れ
た
表
現
た
り
得
て
い
る
と
す
れ

は
、
そ
れ
は
ひ
と
え
に
表
現
の
抽
象
化
に
よ
っ
て
、
詠
み
手
の
共
感
を
呼
び
起
こ
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
考
え
る
。

そ
こ
で
、
表
現
が
抽
象
化
さ
れ
る
ほ
ど
、
詠
み
手
が
共
感
し
や
す
い
の
で
あ
れ
ば
、「
石
見
」
と
い
う
国
名
や
、「
人
麻
呂
」
と
い
う
人

物
名
す
ら
い
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
う
な
ら
な
い
の
は
、
一
方
で
言
語
表
現
が
、
そ
の
成
立
し
た
時
代
や
作
り
手
の
身
分
、
性
別
と
言

っ
た
要
因
か
ら
自
由
で
は
あ
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
長
歌
と
い
う
表
現
形
式
じ
た
い
、
古
代
の
所
産
で
あ
り
、
万
葉
集
の
時
代
長
歌
を

詠
み
得
た
人
物
は
限
ら
れ
た
だ
ろ
う
。
一
三
一
に
は
、
二
首
の
反
歌
が
添
え
ら
れ
、「
山
」
は
「
高
角
山
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

（
一
三
二
）
石
見
の
や
高
角
山
の
木
の
間
よ
り
我
が
振
る
袖
を
妹
見
つ
ら
む
か

（
一
三
三
）
笹
の
葉
は
み
山
も
さ
や
に
さ
や
げ
ど
も
我
は
妹
思
ふ
別
れ
来
ぬ
れ
ば

通
説
で
は
こ
の
二
首
を
、
長
歌
か
ら
の
時
系
列
の
中
で
理
解
し
よ
う
と
す
る
。
だ
が
、
一
三
二
で
は
「
妹
が
門
見
む
」
と
、「
見
る
」

主
体
は
「
我
」
で
あ
っ
た
の
に
、
一
三
二 

で
は
「
妹
」
が
袖
を
振
る
「
我
」
を
見
た
だ
ろ
う
か
、
と
そ
の
主
体
が
逆
転
し
て
い
る
。
こ

れ
を
事
実
と
し
て
時
系
列
の
中
に
配
置
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
反
歌
は
長
歌
と
は
別
の
視
点
で
、
こ
の
作
品
全
体
の

世
界
を
重
層
化
さ
せ
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。「
妹
」
を
思
う
「
我
」
と
、「
我
」
を
思
う
「
妹
」
の
双
方
が
あ
っ
て
別
離

の
悲
壮
感
は
大
き
く
な
る
。
そ
し
て
、
お
互
い
の
姿
は
「
山
」
に
阻
ま
れ
て
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
距
離
的
な
こ
と
は
問
題
に
し
な
い
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と
し
て
）、
そ
う
し
た
不
可
能
性
の
内
に
「
我
」
が
お
か
れ
て
い
る
こ
と
に
は
変
わ
り
な
い
。
続
け
て
、
和
歌
と
し
て
は
い
か
に
も
凡
庸

な
一
三
三
が
続
く
の
は
、「
核
爆
発
」
後
の
虚
脱
し
た
余
韻
の
中
で
、
互
い
が
互
い
を
見
る
こ
と
が
か
な
わ
な
い
不
可
能
性
の
末
、
類
型

的
な
表
現
に
感
情
を
お
さ
め
る
し
か
な
い
絶
望
的
な
状
況
と
い
え
る
。

　
「
や
ま
」
に
「
な
び
け
」
と
命
令
す
る
荒
唐
無
稽
さ
、
そ
の
果
て
の
不
可
能
性
ゆ
え
の
絶
望
が
こ
の
石
見
相
聞
歌
に
の
主
題
と
考
え

て
お
き
た
い
。三

こ
れ
ま
で
、
命
令
形
に
よ
っ
て
強
い
感
情
を
表
現
し
た
例
を
み
て
き
た
。
最
後
に
、
柿
本
人
麻
呂
の
も
う
一
つ
の
長
歌
の
代
表
作
で
あ

る
、「
泣
血
哀
慟
歌
」
を
と
り
あ
げ
る
。
前
作
同
様
語
句
の
異
伝
は
省
略
す
る
。

（
二
○
七
）
天
飛
ぶ
や　

軽
の
道
は　

我
妹
子
が　

里
に
し
あ
れ
ば　

ね
も
こ
ろ
に　

見
ま
く
欲
し
け
ど　

止
ま
ず
行
か
ば　

人

目
を
多
み　

ま
ね
く
行
か
ば　

人
知
り
べ
み　

さ
ね
葛　

後
も
逢
は
む
と　

大
船
の　

思
ひ
頼
み
て　

玉
か
ぎ
る　

磐
垣
淵
の　

隠

り
の
み　

恋
ひ
つ
つ
あ
ま
に　

渡
る
日
の　

暮
れ
ぬ
る
が
ご
と　

照
る
月
の　

雲
隠
る
ご
と　

沖
つ
藻
の　

な
び
き
し
妹
は　

も
み

ち
葉
の　

過
ぎ
て
去
に
き
と　

玉
梓
の　

使
ひ
の
言
へ
ば　

梓
弓　

音
に
聞
き
て　

言
は
む
す
べ　

せ
む
す
べ
知
ら
に　

音
の
み
を

聞
き
て
あ
り
得
ね
ば　

我
が
恋
ふ
る　

千
重
の
一
重
も　

慰
も
る　

心
も
あ
り
や
と　

我
妹
子
が　

止
ま
ず
出
で
見
し
軽
の
市
に　

我
が
立
ち
聞
け
ば　

玉
だ
す
き　

畝
傍
の
山
に　

鳴
く
鳥
の　

声
も
聞
こ
え
ず　

玉
桙
の　

道
行
き
人
も　

ひ
と
り
だ
に　

似
て
し

行
か
ね
ば　

す
べ
を
な
み　

妹
が
名
呼
び
て　

袖
そ
降
り
つ
つ

　
　
　
　

短
歌
二
首

（
二
○
八
）
秋
山
の
黄
葉
を
繁
み
惑
ひ
ぬ
る
妹
を
求
め
む
山
道
知
ら
ず
も
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（
二
○
九
）
も
み
ち
葉
の
散
り
行
く
な
へ
に
玉
梓
の
使
ひ
を
見
れ
ば
逢
ひ
し
思
ほ
ゆ

二
組
あ
る
長
歌
・
短
歌
の
う
ち
、
前
半
の
も
の
だ
け
取
り
上
げ
た
。
こ
の
作
品
に
つ
い
て
も
、
数
多
く
の
論
考
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、

本
稿
の
関
心
は
、
今
ま
で
同
様
感
情
が
ど
の
よ
う
に
表
現
れ
て
い
る
か
、
そ
の
方
法
を
考
え
る
こ
と
に
あ
る
。「
石
見
相
聞
歌
」
の
、「
な

び
け
こ
の
山
」
に
相
当
す
る
感
情
の
頂
点
は
、
こ
の
長
歌
で
も
末
尾
の
「
妹
が
名
呼
び
て　

袖
そ
降
り
つ
つ
」
に
あ
る
。「
石
見
相
聞
歌
」

の
一
三
二
歌
で
は
、
袖
を
振
る
の
は
「
妹
」
へ
の
愛
情
表
現
で
あ
り
、
ま
た
別
離
を
表
す
も
の
で
あ
っ
た
。
二
○
七
歌
で
は
、
し
ば
し
ば

招
魂
の
呪
法
と
し
て
説
明
さ
れ
る
。
だ
が
、
こ
の
末
句
の
直
前
に
「
す
べ
を
な
み
」
と
あ
る
こ
と
に
留
意
し
た
い
。

二
○
七
歌
は
、
ま
ず
「
我
妹
子
」
と
の
関
係
が
説
明
さ
れ
、
軽
に
住
ま
う
「
妹
」
の
も
と
に
、
世
間
の
目
を
気
に
し
て
頻
繁
に
通
う
こ

と
が
で
き
な
い
と
い
う
事
情
が
記
さ
れ
る
。
そ
こ
へ
、
使
い
の
者
が
や
っ
て
来
て
「
我
妹
子
」
の
死
を
告
げ
る
。
動
揺
し
た
「
我
」
は
、

か
つ
て
「
妹
」
が
よ
く
出
か
け
た
軽
の
市
へ
行
く
が
、
そ
こ
に
は
「
妹
」
の
声
も
聞
こ
え
ず
、
似
た
人
す
ら
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
そ
こ
で
「
す
べ
を
な
み
」、「
妹
」
の
名
を
呼
ん
で
袖
を
振
り
続
け
た
、
と
い
う
の
だ
。
こ
こ
で
の
袖
を
振
る
行
為
に
、
招
魂
の
意
味

合
い
が
あ
る
に
せ
よ
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
と
こ
ろ
に
追
い
詰
め
ら
れ
た
「
我
」
が
、「
妹
」
の
復
活
を
願
う
と
い
う
よ
う
な
明
確
な
目

的
意
識
を
持
っ
て
い
る
と
は
思
え
な
い
。
多
く
の
人
目
が
あ
る
だ
ろ
う
市
で
、
も
は
や
「
妹
」
の
名
を
呼
び
袖
を
振
り
続
け
る
以
外
、

「
我
」
に
で
き
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
は
傍
目
か
ら
は
異
様
な
姿
に
映
る
だ
ろ
う
。
人
目
を
気
に
し
て
思
う
よ
う
に
「
妹
」
を
尋
ね
ら
れ

な
か
っ
た
悔
恨
に
裏
打
ち
さ
れ
た
行
為
だ
と
見
る
べ
き
だ
。
こ
れ
を
招
魂
の
呪
法
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
が
「
す
べ
を
な
み
」
の
次
に
置
か

れ
て
い
る
以
上
、
不
可
能
性
の
意
識
を
見
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

二
○
七
歌
に
は
、
直
接
的
に
「
我
」
の
感
情
を
表
す
言
葉
は
な
い
。
ほ
ぼ
客
観
的
な
叙
述
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
叙
事
歌
と
見
な
す
こ

と
が
で
き
よ
う
。
だ
が
、「
妹
」
の
も
と
に
思
う
よ
う
に
通
え
な
い
消
極
性
、
使
い
の
者
に
よ
っ
て
「
妹
」
の
死
を
知
ら
さ
れ
る
受
動
性

か
ら
一
転
し
て
、
軽
の
市
に
立
ち
袖
を
振
る
と
い
う
行
為
者
に
転
じ
て
い
く
中
で
、「
我
」
の
感
情
の
高
揚
が
読
者
に
も
伝
わ
っ
て
く
る
。
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も
は
や
命
令
形
の
持
つ
強
度
も
な
し
に
、「
妹
」
を
失
っ
た
「
我
」
の
悲
嘆
の
極
み
を
表
現
し
得
た
の
で
あ
る
。「
石
見
相
聞
歌
」
と
の
成

立
時
期
の
前
後
は
不
明
だ
か
ら
、
こ
れ
を
単
純
に
人
麻
呂
長
歌
の
進
化
と
は
言
え
な
い
の
だ
が
、
声
高
に
感
情
を
訴
え
る
の
で
は
な
い
だ

け
に
、
余
計
作
品
を
読
む
者
の
心
に
強
く
訴
え
る
作
品
と
な
っ
て
い
る
。

二
○
八
歌
は
、
長
歌
の
雰
囲
気
を
引
き
継
ぎ
な
が
ら
、
死
者
た
る
「
妹
」
を
秋
山
の
中
に
探
そ
う
と
す
る
、
し
か
も
「
我
」
は
そ
の
山

道
に
通
じ
て
い
な
い
だ
け
に
、
こ
れ
も
ま
た
無
謀
な
行
為
を
、
そ
う
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
衝
動
の
も
と
に
行
っ
て
い
る
。
二
○
九
は
、

月
日
の
経
過
を
感
じ
さ
せ
る
が
、「
使
ひ
」
の
姿
を
見
て
、「
妹
」
と
逢
っ
た
日
々
を
回
想
す
る
と
い
う
も
の
で
、
感
情
の
強
度
は
落
ち
着

い
た
も
の
の
、
し
み
じ
み
と
し
た
余
韻
を
残
す
歌
で
あ
る
。

古
代
和
歌
が
、
そ
の
呪
術
的
性
格
を
希
薄
に
し
て
い
く
と
と
も
に
、
詠
み
手
の
心
情
を
複
雑
に
表
現
す
る
歴
史
が
は
じ
ま
っ
た
の
で
あ

る
。

（『
万
葉
集
』『
古
今
和
歌
集
』
本
文
は
小
学
館
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ
り
、
一
部
を
改
め
た
）

注１　

拙
著
『
物
語
の
古
代
学―

内
在
す
る
文
学
史―

』（
二
○
○
四
・
風
間
書
房
）
参
照

２　

伊
井
春
樹
『
源
氏
物
語
引
歌
索
引
』（
一
九
七
七
・
笠
間
書
院
）
に
よ
れ
ば
八
二
九
歌
は
六
例
、
八
三
○
歌
は
四
例
が
あ
げ
ら
れ　
　

る
。

３　
『
た
ち
ば
な
の
夢―

私
の
古
典
詩
選―

』（
一
九
七
二
・
新
潮
社
）

４ 

『
万
葉
私
記
』（
一
九
七
○
・
未
來
社
）

５　

伊
藤
博
『
万
葉
集
の
歌
人
と
作
品　

上
』（
一
九
七
五
・
塙
書
房
）
は
一
三
五
歌
は
一
三
一
歌
を
踏
ま
え
た
連
作
と
考
え
、
歌
の
配
列
に
「
求
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心
的
構
図
」
を
み
た
。
ま
た
、
一
三
一
歌
を
一
三
五
歌
の
改
稿
と
す
る
説
に
神
野
志
隆
光
『
柿
本
人
麻
呂
研
究
』（
一
九
九
二
・
塙
書
房
）
が
あ

る
。

６　

伊
藤
博
注
５
は
、
作
品
自
体
は
実
体
験
を
踏
ま
え
た
虚
構
と
す
る
。
一
方
で
、
歌
の
詠
ま
れ
た
場
を
実
体
的
に
捉
え
、
宮
廷
サ
ロ
ン
か
ら
ロ
マ

ン
の
歌
を
求
め
ら
れ
た
人
麻
呂
が
、
持
統
朝
の
女
性
達
に
せ
が
ま
れ
続
編
を
詠
ん
だ
と
す
る
。


