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堀
辰
雄
「
十
月
」
論
―
古
典
的
風
土
お
よ
び
古
典
の
内
在
化
に
関
す
る
考
察
―

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

　

村
尾
誠
一

は
じ
め
に

　

現
代
の
日
本
に
お
い
て
、
古
典
的
風
土
や
古
典
は
外
在
す
る
と
考
え
る

の
が
順
当
で
は
あ
る
ま
い
か
。
母
国
と
い
う
血
の
つ
な
が
り
に
よ
る
連

続
、
日
本
語
と
い
う
母
語
に
よ
る
連
続
が
あ
る
場
合
で
も
、
そ
れ
ら
が
生

得
的
に
内
在
し
て
い
る
の
は
稀
で
あ
る
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

堀
辰
雄
と
い
う
作
家
は
、
極
め
て
貪
欲
に
外
国
の
文
学
を
内
在
化
さ
せ

て
作
家
形
成
を
遂
げ
た
存
在
で
あ
る
。
彼
の
主
要
な
作
品
を
育
ん
だ
軽
井

沢
と
い
う
文
学
風
土
も
、
同
様
に
捉
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
上
に

立
っ
て
堀
は
昭
和
十
年
代
に
至
っ
て
、
奈
良
と
い
う
日
本
の
古
典
的
風
土

や
王
朝
文
学
を
中
心
と
し
た
日
本
の
古
典
を
、
積
極
的
に
作
品
に
取
り
上

げ
て
い
る
。
堀
は
外
在
す
る
物
を
そ
の
ま
ま
外
在
す
る
物
と
し
て
作
品
世

界
の
中
に
配
置
す
る
と
い
う
こ
と
は
し
な
い
。
周
囲
に
ま
で
お
よ
ぶ
雰
囲

気
す
ら
も
形
成
す
る
程
自
己
の
中
に
す
っ
か
り
と
取
り
込
み
内
在
化
さ

せ
た
上
で
作
品
を
紡
ぎ
出
す
と
い
っ
た
タ
イ
プ
の
作
家
で
あ
る
。

　

堀
の
小
品
「
十
月
」
は
、
そ
の
あ
た
り
の
経
緯
を
考
察
す
る
の
に
最
適

な
作
品
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
考
察
は
昭
和
初
期
と
い
う
時
代
の
一

人
の
個
性
的
で
あ
り
な
が
ら
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
た
作
家
に
対
す
る

論
と
な
る
も
の
だ
が
、
現
代
社
会
に
お
い
て
、
古
典
を
ど
う
読
む
べ
き
か

と
い
う
問
題
に
も
射
程
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。

一
　「
十
月
」
と
い
う
作
品

　
「
十
月
」
と
い
う
作
品
は
、
昭
和
十
六
年
（
一
九
四
一
）
十
月
の
奈
良
旅

行
を
原
体
験
と
し
て
、
そ
こ
か
ら
多
恵
子
夫
人
に
宛
て
た
葉
書
・
手
紙
を

基
と
し
て
書
か
れ
た
作
品
で
あ
る
（
１
）。『
婦
人
公
論
』
昭
和
十
八
年
一
月

号
・
二
月
号
に
、「
大
和
路
・
信
濃
路
」
の
「
一
」「
二
」
と
し
て
発
表
し
、

堀
生
前
に
は
、「
十
月
」
と
改
題
し
、「
一
」「
二
」
と
分
け
て
単
行
本
『
花

あ
し
び
』
と
し
て
昭
和
二
十
一
年
青
磁
社
か
ら
刊
行
し
て
い
る
。
昭
和

二
十
三
年
刊
の
角
川
書
店
版
『
堀
辰
雄
作
品
集
・
第
六　

花
を
持
て
る
女
』

で
は
「
黒
髪
山
」「
十
月
」「
曠
野
」
と
配
置
さ
れ
て
い
る
。

　

没
後
の
昭
和
二
十
九
年
刊
行
、
新
潮
社
版
『
堀
辰
雄
全
集
第
三
巻
』
で

は
、「
小
品
Ⅰ
」
と
し
て
「
大
和
路
・
信
濃
路
」
の
タ
イ
ト
ル
の
も
と
で
「
十

月
」
と
し
て
収
め
ら
れ
、
昭
和
五
十
二
年
刊
行
の
筑
摩
書
房
版
『
堀
辰
雄

全
集
第
三
巻
』
で
も
「
大
和
路
・
信
濃
路
」
の
中
の
「
十
月
」
と
し
て
「
小

品
」
の
分
類
で
載
せ
ら
れ
て
い
る
（
２
）。

　
「
小
品
」
と
い
う
の
は
、
一
般
的
に
は
エ
ッ
セ
ー
・
随
筆
と
呼
ば
れ
る

類
の
散
文
で
あ
る
。
新
潮
社
版
全
集
で
は
「
小
品
」
と
「
エ
ッ
セ
イ
」
に

分
け
る
が
、
両
者
の
区
別
は
割
と
明
白
で
あ
り
、「
エ
ッ
セ
イ
」
が
書
物
・

文
学
を
主
に
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
り
、「
小
品
」
は
、
自
然
の
風
物
や

人
事
か
ら
の
触
発
で
あ
る
。
筑
摩
書
房
版
で
は
さ
ら
に
「
随
筆
」
の
項
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目
を
立
て
る
が
、
福
永
武
彦
に
よ
る
月
報
所
収
の
「
編
集
雑
記
」（
３
）
に

よ
れ
ば
、「
小
品
」
は
「
随
筆
」
に
比
し
て
起
承
転
結
が
は
っ
き
り
と
し
、

小
説
に
近
い
構
築
性
を
持
っ
た
も
の
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
福

永
が
述
べ
る
よ
う
に
、「
随
筆
」
に
も
構
築
性
は
認
め
ら
れ
、
両
者
の
区

分
は
必
ず
し
も
本
質
的
で
は
な
い
。
そ
れ
は
「
小
品
」
と
「
エ
ッ
セ
イ
」

に
つ
い
て
も
同
様
で
、
堀
の
場
合
、
自
然
や
人
事
に
触
発
さ
れ
て
も
、
書

物
・
文
学
の
世
界
と
無
関
係
に
は
書
か
れ
な
い
。

　

そ
も
そ
も
「
十
月
」
の
旅
は
、
小
説
を
書
く
た
め
の
旅
で
あ
っ
た
。
奈

良
ホ
テ
ル
に
滞
在
し
、
大
和
路
を
舞
台
と
し
た
短
編
小
説
を
書
き
上
げ
る

の
が
目
的
で
あ
っ
た
。
十
月
十
日
の
日
付
を
持
つ
ホ
テ
ル
到
着
の
記
事
か

ら
は
じ
ま
り
、「
十
月
十
二
日
、
朝
の
食
堂
で
」
に
は
、

と
に
か
く
何
処
か
大
和
の
古
い
村
を
背
景
に
し
て
、Idyll

風
な
も
の
が
書

い
て
み
た
い
。
そ
し
て
出
来
る
だ
け
そ
れ
に
万
葉
集
的
な
気
分
を
漂
は
せ

た
い
も
の
だ
と
お
も
ふ
。

と
い
う
仕
事
の
構
想
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
作
品
は
、
こ
の
小
説
を
書
こ

う
と
し
て
大
和
の
古
寺
や
村
を
歩
き
回
り
、
本
を
読
む
「
僕
」
の
日
々
が

そ
の
内
実
と
な
る
。「
美
し
い
村
」
と
同
様
に
、
安
藤
宏
の
言
う
「
小
説

の
書
け
な
い
小
説
家
の
小
説
」（
４
）
の
系
譜
に
属
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ

の
意
味
で
は
、
ほ
と
ん
ど
小
説
に
も
近
い
作
品
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

結
局
こ
の
作
品
の
執
筆
は
挫
折
し
た
形
と
な
り
、
新
た
な
作
品
の
構
想

に
至
る
。「
十
月
二
十
四
日
、
夕
方
」
で
、

そ
れ
は
一
人
の
ふ
し
あ
は
せ
な
女
の
物
語
。
―
自
分
を
与
へ
与
へ
し
て

ゐ
る
う
ち
に
い
つ
し
か
自
分
を
神
に
し
て
ゐ
た
や
う
な
ク
ロ
オ
デ
ル
好
み

の
聖
女
と
は
反
対
に
、
自
分
を
与
へ
れ
ば
与
へ
る
ほ
ど
い
よ
い
よ
は
か
な

い
境
遇
に
墜
ち
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
一
人
の
女
の
、
世
に
も

さ
み
し
い
身
の
上
話
。

と
い
う
「
中
世
」
風
な
小
説
の
構
想
に
至
る
。「
十
月
二
十
五
日
夜
」
に

は
帰
京
し
て
そ
の
小
説
を
仕
上
げ
る
こ
と
を
決
意
し
、「
十
月
二
十
七
日
、

琵
琶
湖
に
て
」
で
、
そ
の
小
説
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と
な
る
舞
台
を
見
る

こ
と
で
旅
は
終
わ
る
。
こ
れ
は
す
な
わ
ち
堀
の
王
朝
物
の
小
説
の
一
つ
で

あ
る
「
曠
野
」
で
あ
り
、
事
実
帰
京
後
に
脱
稿
し
、『
改
造
』
十
二
月
号

に
活
字
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
こ
の
作
品
は
「
曠
野
」
の
創

作
ノ
ー
ト
的
な
意
義
も
有
す
る
こ
と
に
な
る
。
先
に
記
し
た
角
川
書
店
版

選
集
で
は
、「
曠
野
」
の
直
前
に
こ
の
「
十
月
」
が
置
か
れ
、
更
に
そ
の

小
説
の
末
尾
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
『
源
氏
物
語
』「
総
角
」
の
一
節

に
も
言
及
し
た
小
品
「
黒
髪
山
」
が
更
に
そ
の
前
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

「
曠
野
」
へ
の
収
束
の
形
で
こ
の
作
品
を
読
む
視
点
は
、
堀
自
身
も
改
め

て
読
者
に
提
示
し
た
い
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　

そ
も
そ
も
「
十
月
」
と
い
う
作
品
は
、
堀
の
昭
和
十
七
年
（
一
九
四
二
）

十
月
七
日
付
の
夫
人
へ
の
書
簡
か
ら
、
そ
の
日
『
婦
人
公
論
』
の
編
集
者

か
ら
の
依
頼
を
諾
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

ま
さ
に
戦
時
下
に
お
け
る
執
筆
で
あ
り
、
こ
の
作
品
を
論
じ
る
場
合
、
時

代
相
と
の
関
連
は
無
視
で
き
な
い
の
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
原
体
験
自
体
が

開
戦
前
夜
の
緊
迫
し
た
時
局
下
で
あ
る
。
林
淑
美
の
論
（
５
）
の
よ
う
に
、

主
と
し
て
法
隆
寺
へ
の
関
心
の
分
析
か
ら
「
日
本
主
義
」
へ
の
接
近
を
、

堀
の
作
品
が
自
ず
と
国
家
主
義
へ
近
接
し
て
ゆ
く
様
を
抉
り
出
そ
う
と

す
る
分
析
も
注
目
さ
れ
る
。
昭
和
十
年
代
の
堀
の
仕
事
の
古
典
回
帰
的
な

傾
向
は
顕
在
化
し
て
お
り
、「
十
月
」
に
も
明
示
さ
れ
る
折
口
信
夫
へ
の
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強
い
関
心
と
共
感
な
ど
も
大
き
な
問
題
で
あ
り
、
研
究
史
の
上
で
は
何
度

も
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
時
代
に
日
本
の
古
典
に
接
近
す
る
こ

と
は
、
日
本
浪
漫
派
と
の
関
係
も
必
然
化
さ
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
う
し

た
面
に
目
を
つ
ぶ
る
こ
と
は
、
こ
の
作
品
を
我
々
が
受
け
取
る
上
で
も
無

視
し
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、「
十
月
」
の
本
質
的
な
部
分
は
必
ず
し
も
そ
こ
に
求
め
ら
れ

る
わ
け
で
は
な
い
と
考
え
る
。
こ
の
作
品
に
対
す
る
研
究
の
早
い
時
期
か

ら
、
例
え
ば
小
久
保
実
の
論
（
６
）
で
、「
読
者
が
見
る
の
は
、
風
景
で
は

な
く
風
景
に
よ
せ
た
作
者
の
内
面
世
界
で
あ
る
」
と
述
べ
る
よ
う
な
、
最

初
に
用
い
た
言
葉
で
言
え
ば
、
内
在
化
の
過
程
に
こ
そ
そ
の
本
質
が
求
め

ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
小
川
和
佑
の
論
（
７
）
で
述
べ
る
「
堀
辰
雄
が
描

こ
う
と
し
た
風
景
は
懐
か
し
い
日
本
へ
回
帰
し
て
ゆ
く
の
で
は
な
く
、
そ

う
し
た
土
着
の
風
景
と
は
異
質
の
、
堀
辰
雄
の
精
神
内
部
に
構
築
さ
れ
る

文
学
空
間
に
あ
る
心
象
風
景
に
よ
っ
て
綴
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。」
と

い
う
所
に
収
束
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
小
川
の
論
で
は
、
大
和
路
に
あ
り
な

が
ら
奈
良
ホ
テ
ル
と
い
う
洋
風
の
空
間
に
身
を
置
く
こ
と
の
指
摘
か
ら

始
ま
り
、
書
簡
を
通
し
て
知
ら
れ
る
原
体
験
か
ら
の
虚
構
化
・
小
説
化
の

中
か
ら
そ
れ
を
探
ろ
う
と
す
る
。

　

言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
以
後
の
、
例
え
ば
先
に
言
及
し
た
よ
う

な
、
国
家
主
義
的
な
言
説
へ
の
傾
斜
を
見
詰
め
て
ゆ
く
論
は
、
そ
う
し
た

堀
の
作
品
の
中
に
し
の
び
よ
る
時
代
の
影
の
新
た
な
読
み
取
り
と
い
う
、

研
究
認
識
の
側
面
を
持
つ
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
が
、
本
稿
で
問
題
と
し

た
い
の
は
、
西
洋
文
学
の
強
い
影
響
下
で
作
家
形
成
を
し
た
堀
の
、
日
本

の
古
典
的
風
土
・
古
典
文
学
の
内
在
化
の
様
相
で
あ
る
。
研
究
史
的
に
は

一
見
後
退
を
み
せ
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
な
に
よ
り
、
最
初
に

記
し
た
現
代
社
会
に
お
け
る
古
典
の
受
容
の
問
題
へ
示
唆
す
る
先
人
の

好
例
と
し
て
も
う
一
度
堀
辰
雄
を
捉
え
て
み
た
い
と
考
え
る
わ
け
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
私
と
い
う
主
体
の
せ
り
出
し
も
必
然
で
あ
り
、
所
謂

研
究
論
文
の
枠
組
み
を
逸
脱
す
る
こ
と
は
恐
れ
な
い
こ
と
に
し
た
い
。

二
　
大
和
の
風
土
の
内
在
化

　　

堀
辰
雄
と
大
和
路
に
つ
い
て
考
え
る
場
合
、
よ
く
引
き
合
い
に
出
さ
れ

る
の
は
「
大
和
路
・
信
濃
路
」
を
構
成
す
る
「
古
墳
」
の
中
の
次
の
一
節

で
あ
る
。

僕
は
数
年
ま
へ
信
濃
の
山
の
な
か
で
さ
ま
ざ
ま
な
人
の
死
を
悲
し
み
な
が

ら
、
リ
ル
ケ
の
「R

レ
ク
ヰ
エ
ム

equiem

」
を
は
じ
め
て
手
に
し
て
、
あ
あ
詩
と
い
ふ

も
の
は
か
う
い
ふ
も
の
だ
つ
た
の
か
と
し
み
じ
み
と
覚
つ
た
こ
と
が
あ
り

ま
し
た
。
―
そ
の
と
き
か
ら
ま
た
二
三
年
立
ち
、
或
る
日
万
葉
集
に
読

み
ふ
け
つ
て
ゐ
る
う
ち
に
一
連
の
挽
歌
に
出
逢
ひ
、
あ
あ
此
処
に
も
か
う

い
ふ
も
の
が
あ
つ
た
の
か
と
お
も
ひ
な
が
ら
、
な
ん
だ
か
ぢ
つ
と
し
て
ゐ

ら
れ
な
い
や
う
な
気
も
ち
が
し
出
し
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
僕
は
徐
か
に
古

代
の
文
化
に
心
を
ひ
そ
め
る
や
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
は
信
濃
の

国
だ
け
あ
り
さ
へ
す
れ
ば
い
い
や
う
な
気
の
し
て
ゐ
た
僕
は
、
い
つ
し
か

ま
だ
す
こ
し
も
知
ら
な
い
大
和
の
国
に
切
な
い
ほ
ど
心
を
誘
は
れ
る
や
う

に
な
つ
て
来
ま
し
た
。

　

リ
ル
ケ
の
レ
ク
イ
エ
ム
か
ら
万
葉
集
の
挽
歌
と
い
う
径
路
は
、
エ
ッ

セ
ー
「
伊
勢
物
語
な
ど
」
に
も
示
さ
れ
、
挽
歌
が
奈
良
の
風
土
と
密
接
な

つ
な
が
り
を
示
し
て
い
る
の
は
、
エ
ッ
セ
ー
「
黒
髪
山
」
で
も
明
瞭
で
あ
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る
。
山
中
に
死
者
を
求
め
る
挽
歌
の
世
界
を
自
ら
体
現
す
る
よ
う
に
黒
髪

山
の
山
中
を
さ
ま
よ
う
場
面
で
そ
の
作
品
は
閉
じ
ら
れ
て
い
る
。
彼
ら
し

く
、
大
和
へ
の
憧
憬
の
原
点
に
リ
ル
ケ
が
あ
り
、
信
濃
の
国
が
あ
る
。

　

信
濃
国
、
す
な
わ
ち
長
野
県
自
体
は
あ
る
意
味
で
は
日
本
の
土
着
的
で

在
来
的
な
風
土
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
堀
の
場
合
は
、
そ
の
中
心
は

軽
井
沢
で
あ
り
、
日
本
の
中
に
現
出
し
た
外
国
的
な
風
土
で
あ
る
。
当
時

と
し
て
は
当
然
の
こ
と
だ
が
、
堀
自
身
に
外
国
の
経
験
が
あ
る
わ
け
で
は

な
い
。
西
洋
世
界
の
現
実
の
風
土
に
触
れ
る
の
は
彼
に
と
っ
て
は
絵
空
事

で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
大
正
十
二
年
（
一
九
二
三
）
十
九
歳
で
の
軽
井

沢
へ
の
初
旅
の
折
の
神
西
清
に
あ
て
た
八
月
四
日
付
の
葉
書
は
よ
く
知

ら
れ
て
い
る
が
、

一
日
ぢ
ゆ
う
、
彷
徨
つ
い
て
ゐ
る
。
み
ん
な
、
ま
る
で
活
動
写
真
の
や
う
な

も
の
だ
、
道
で
出
遇
う
も
の
は
、
異
人
さ
ん
た
ち
と
異
国
語
ば
つ
か
り
だ

と
し
て
始
ま
り
「
僕
の
散
歩
の
お
友
達
は
、舶
来
の
煙
草
と
詩
人
犀
星
だ
」

と
言
う
、
年
齢
と
時
代
の
若
さ
を
差
し
引
い
て
も
か
な
り
に
皮
相
的
な
外

国
的
風
土
の
原
体
験
だ
と
判
断
す
る
他
な
い
。

　

さ
ら
に
彼
自
身
創
作
の
場
と
し
て
重
要
な
拠
点
と
し
て
行
く
信
濃
追

分
は
、
む
し
ろ
中
山
道
の
宿
場
と
し
て
の
風
土
を
よ
く
残
す
、
江
戸
時
代

と
い
う
近
代
日
本
に
残
る
土
着
性
の
原
点
と
も
言
え
る
風
土
で
あ
る
。
脇

本
陣
で
あ
っ
た
油
屋
と
い
う
純
和
風
の
旅
館
が
彼
の
常
宿
で
あ
っ
た
。
堀

の
小
説
で
言
え
ば
「
ふ
る
さ
と
び
と
」
な
ど
は
そ
う
し
た
土
着
の
風
土
と

し
て
の
信
濃
国
へ
開
け
て
行
く
文
学
世
界
を
形
成
し
て
い
る
。
一
般
的
に

言
う
な
ら
ば
本
来
の
風
土
へ
の
回
帰
と
な
り
、
信
濃
の
国
の
自
然
な
姿
は

こ
ち
ら
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
堀
の
言
う
「
信
濃
の
国
」
は
そ
う
で
は
な
く
、
最
初
の
印
象

と
し
て
は
皮
相
的
と
も
言
え
る
外
国
的
風
土
が
、
西
洋
の
文
学
作
品
の
読

み
込
み
を
続
け
る
中
で
、
書
物
世
界
と
協
和
す
る
空
間
と
し
て
内
在
化
さ

れ
た
精
神
風
土
で
あ
る
。
物
理
的
に
は
軽
井
沢
と
は
言
え
、
日
本
の
田
舎

の
風
土
が
基
層
に
あ
る
。
避
暑
地
と
し
て
の
に
ぎ
わ
い
に
先
立
つ
六
月
の

そ
の
地
を
舞
台
と
し
た
「
美
し
い
村
」
に
し
て
も
、
そ
の
作
中
に
も
そ
う

し
た
基
層
的
世
界
は
立
ち
上
が
っ
て
く
る
。
具
体
的
に
は
散
歩
の
途
中
で

見
か
け
た
氷
倉
の
近
く
に
住
む
薄
幸
な
一
家
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
地
元
の

子
供
の
口
や
宿
の
爺
や
の
口
な
ど
か
ら
、
作
中
の
意
外
な
分
量
を
占
め
て

語
ら
れ
る
。
一
種
の
作
中
の
不
協
和
音
を
形
成
さ
せ
る
の
で
あ
る
が
、
そ

う
し
た
世
界
と
の
連
続
性
を
持
ち
な
が
ら
も
、
雰
囲
気
的
に
も
異
な
っ
た

世
界
を
形
成
す
る
外
国
人
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
全
体
の
主
音
階
と
な
る
。
サ

ナ
ト
リ
ウ
ム
の
外
国
人
老
医
師
と
、「
巨
人
の
椅
子
」
を
な
が
め
る
ヴ
ィ

ラ
に
二
人
で
住
ん
で
い
た
外
国
人
老
嬢
で
あ
る
。
そ
の
上
に
チ
ェ
コ
ス
ロ

バ
キ
ア
公
使
館
の
別
荘
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
バ
ッ
ハ
の
ト
短
調
の
遁
走

曲
な
ど
の
旋
律
を
巧
み
に
重
ね
て
、
失
恋
し
た
「
私
」
の
心
境
に
合
致
し

た
風
土
を
注
意
深
く
形
成
し
て
い
る
。
西
洋
的
に
精
神
形
成
を
さ
れ
た

「
私
」
の
一
端
は
、
ニ
ー
チ
ェ
や
ハ
イ
ネ
や
『
ア
ド
ル
フ
』
な
ど
の
著
者

や
書
名
で
示
さ
れ
る
。

　
「
十
月
」
の
場
合
は
、
宿
と
な
っ
た
奈
良
ホ
テ
ル
の
部
屋
か
ら
始
ま
る
。

現
在
の
眼
か
ら
す
れ
ば
、
桃
山
様
式
で
建
て
ら
れ
た
こ
の
ホ
テ
ル
は
、
か

な
り
に
日
本
的
で
あ
る
。
外
国
人
観
光
客
を
意
識
し
た
過
剰
に
日
本
的
な

意
匠
が
細
部
に
も
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
当
時
の
奈
良
に

あ
っ
て
、
最
も
西
洋
的
な
空
間
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
あ

ら
た
め
て
「
髭
を
剃
」
っ
て
夕
食
の
た
め
に
出
る
「
食
堂
」
や
、
手
紙
を

書
い
た
り
読
書
を
す
る
空
間
と
な
る
「
ヴ
ェ
ラ
ン
ダ
」
な
ど
、
こ
の
作
中
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に
出
て
く
る
こ
の
ホ
テ
ル
は
、
あ
く
ま
で
も
西
洋
的
な
空
間
で
あ
る
（
８
）。

目
立
つ
は
ず
の
日
本
的
な
意
匠
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
る
こ
と
も
な
い
。

　

堀
の
散
策
は
「
ホ
テ
ル
か
ら
近
い
新
薬
師
寺
く
ら
ゐ
」
の
所
か
ら
は
じ

ま
っ
た
よ
う
だ
が
、
作
中
に
出
て
く
る
最
初
の
寺
は
唐
招
提
寺
で
あ
る
。

こ
の
寺
を
「
此
処
こ
そ
は
私
達
の
ギ
リ
シ
ア
だ
」
と
捉
え
て
い
る
。
大
和

の
古
寺
を
ギ
リ
シ
ャ
に
重
ね
る
視
線
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
書
い
た
こ
と

が
あ
る
が
（
９
）、「
十
月
」
の
中
で
は
ギ
リ
シ
ャ
悲
劇
集
の
読
書
へ
と
繋
げ

て
い
る
。
ア
テ
ネ
の
森
を
さ
ま
よ
う
盲
目
の
オ
イ
デ
プ
ス
王
の
姿
に
「
お

ぼ
え
ず
異
様
な
身
ぶ
る
ひ
」
を
す
る
。
そ
の
読
後
を
抱
い
て
博
物
館
の
飛

鳥
仏
を
な
が
め
、
阿
修
羅
像
の
姿
に
ひ
か
れ
、「
自
分
の
う
ち
に
お
の
づ

か
ら
故
し
れ
ぬ
郷
愁
の
や
う
な
も
の
」が
生
ま
れ
る
。
見
方
に
よ
っ
て
は
、

西
洋
的
な
「
異
様
」
な
世
界
か
ら
日
本
的
な
「
郷
愁
」
の
世
界
へ
の
回
帰

を
思
わ
せ
る
。
し
か
し
、
翌
日
に
は
ソ
フ
ォ
ク
レ
ス
へ
戻
り
、「
不
幸
な

老
父
を
最
後
ま
で
救
は
う
と
す
る
若
い
娘
の
り
り
し
い
姿
」
と
い
う
自
分

の
古
代
小
説
の
主
人
公
像
の
発
見
へ
導
か
れ
る
。

　

し
か
し
、
今
度
の
仕
事
は
「
小
さ
き
絵
」（
10
）
で
よ
い
と
い
う
、
先
に

引
い
た
イ
デ
ィ
ル
の
構
想
へ
と
戻
る
。「
牧
歌
」
を
書
こ
う
と
し
て
い
た

「
美
し
い
村
」
の
「
私
」
と
も
重
な
る
「
僕
」
の
姿
で
あ
る
。
大
和
の
風

土
の
中
に
も
「
ち
よ
つ
と
ピ
サ
ロ
の
絵
に
で
も
あ
り
さ
う
な
構
図
で
、
な

ん
と
な
く
仏
蘭
西
あ
た
り
の
農
家
の
や
う
な
感
じ
」
を
歌
姫
と
い
う
村
に

発
見
し
て
い
る
。

　
「
十
月
」
の
中
に
描
か
れ
る
精
神
的
な
で
き
ご
と
と
し
て
は
「
十
月

十
九
日
、戒
壇
院
の
松
林
に
て
」
の
記
事
は
す
で
に
注
目
さ
れ
て
い
る
（
11
）。

「
す
ば
ら
し
い
秋
日
和
」
の
午
前
中
、
ポ
ー
ル
・
ク
ロ
ー
デ
ル
の
『
マ
リ

ア
へ
の
お
告
げ
』
を
読
ん
で
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
中
世
を
舞
台
に
、
ク
リ

ス
マ
ス
の
夜
に
癩
を
患
い
村
外
れ
に
隔
離
さ
れ
た
若
い
女
性
が
妹
の
死

児
を
蘇
ら
せ
る
と
い
う
奇
跡
に
与
る
こ
と
を
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と
す
る
、

聖
書
の
朗
読
や
祈
祷
が
し
ば
し
ば
登
場
し
全
編
が
極
め
て
カ
ト
リ
ッ
ク

的
な
雰
囲
気
に
満
ち
た
戯
曲
で
あ
る
。
若
い
頃
に
雪
の
信
濃
で
読
ん
だ
こ

の
作
品
を
、
秋
の
大
和
路
の
明
る
い
空
の
下
で
読
ん
で
み
た
い
と
す
る
も

の
で
あ
っ
た
。
こ
の
戯
曲
は
『
風
立
ち
ぬ
』
の
終
章
と
な
る
「
死
の
か
げ

の
谷
」
を
脱
稿
さ
せ
た
昭
和
十
二
年
（
一
九
三
七
）
十
二
月
に
軽
井
沢
の

川
端
康
成
別
荘
で
読
ん
だ
も
の
と
思
し
い
。
そ
の
折
の
多
恵
子
夫
人
へ
の

手
紙
を
基
に
し
た
小
品
「
七
つ
の
手
紙
」
で
美
術
史
家
矢
代
幸
雄
の
『
受

胎
告
知
』
に
触
発
さ
れ
る
よ
う
に
、
自
分
の
周
り
に
「
一
種
の
宗
教
的
雰

囲
気
み
た
い
な
も
の
」を
作
る
為
に
読
ん
だ
と
記
し
て
い
る
。
そ
し
て「
人

間
的
な
も
の
の
中
へ
の
神
的
な
も
の
の
闖
入
」
と
い
う
主
題
に
ひ
か
れ
て

い
る
。

		

「
十
月
」
で
は
、
若
い
頃
と
同
様
な
読
後
感
を
持
ち
な
が
ら
も
、「
何
か

ぢ
つ
と
し
て
ゐ
ら
れ
な
く
な
つ
て
」
東
大
寺
戒
壇
院
の
松
林
の
中
に
来

る
。
そ
の
風
景
の
中
で
、

こ
の
戯
曲
の
根
本
思
想
を
な
し
て
ゐ
る
カ
ト
リ
ッ
ク
的
な
も
の
、
こ
と
に

そ
の
結
末
に
お
け
る
神
へ
の
讃
美
の
や
う
な
も
の
が
、
こ
の
静
か
な
松
林

の
中
で
、
僕
に
は
だ
ん
だ
ん
何
か
異こ
と
ざ
ま様
な
も
の
に
思
へ
て
来
て
な
ら
な
か

つ
た
。

と
い
う
感
想
に
至
っ
て
い
る
。
一
見
す
る
と
日
本
的
な
も
の
へ
の
回
帰
を

よ
く
示
す
よ
う
で
あ
る
（
12
）。
直
ち
に
続
く
「
三
月
堂
金
堂
に
て
」
で
は
、

月
光
菩
薩
像
。
そ
の
ま
へ
に
ぢ
つ
と
立
つ
て
ゐ
る
と
、
い
ま
し
が
た
ま
で

木
の
葉
の
や
う
に
散
ら
ば
つ
て
ゐ
た
さ
ま
ざ
ま
な
思
念
ご
と
そ
つ
く
り
、
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そ
の
白
み
が
か
つ
た
光
の
中
に
吸
ひ
こ
ま
れ
て
ゆ
く
や
う
な
気
も
ち
が
せ

ら
れ
て
く
る
。
何
と
い
ふ
慈
し
み
の
深
さ
。

と
し
て
、
仏
教
的
な
慈
し
み
と
哀
愁
が
す
べ
て
を
包
み
込
み
、
そ
れ
に
親

し
ま
せ
ら
れ
る
「
僕
」
を
描
き
、
日
本
回
帰
が
完
成
さ
れ
た
よ
う
に
書
か

れ
る
。
大
和
の
風
土
と
仏
達
の
日
本
的
な
力
が
堀
の
感
性
の
中
で
も
完
全

に
西
洋
的
世
界
を
圧
し
て
い
る
よ
う
だ
。

　

し
か
し
、
神
的
な
も
の
と
人
間
的
な
も
の
と
の
出
会
い
の
問
題
は
清
算

さ
れ
な
い
。「
七
つ
の
手
紙
」
で
も
、「
い
ま
僕
の
住
ん
で
ゐ
る
や
う
な
高

原
の
淋
し
い
村
で
の
春
先
き
の
頃
の
小
さ
な
出
来
事
と
し
て
、
一
つ
の
牧

歌
に
歌
ひ
上
げ
た
い
ま
で
な
の
で
す
」
と
い
う
構
想
を
語
っ
て
い
た
が
、

実
は
大
和
路
で
堀
が
書
き
た
か
っ
た
世
界
は
そ
こ
に
あ
る
。
大
和
の
村
を

背
景
に
古
代
の
神
々
の
世
界
の
中
か
ら
仏
教
に
目
覚
め
て
行
く
若
い
貴

族
の
物
語
を
構
想
す
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
受
胎
告
知
そ
の
も
の
へ
の
関

心
も
、
直
後
の
再
度
の
奈
良
滞
在
の
後
に
、
悲
願
の
よ
う
に
し
て
倉
敷
の

大
原
美
術
館
へ
エ
ル
・
グ
レ
コ
の
受
胎
告
知
図
を
見
に
行
っ
た
こ
と
に
も

示
さ
れ
て
い
る
。

　
「
十
月
」
に
お
い
て
は
、
高
安
行
を
経
て
法
隆
寺
へ
と
足
を
運
ば
せ
る

こ
と
に
な
る
。
ホ
テ
ル
で
小
説
家
阿
部
知
二
と
出
会
い
、
東
大
寺
や
法
隆

寺
の
関
係
者
と
の
繋
が
り
も
得
て
、
戒
壇
院
の
内
部
や
法
隆
寺
の
金
堂
壁

画
の
模
写
現
場
に
ま
で
立
ち
入
る
体
験
を
す
る
。
堀
の
大
和
の
風
土
へ
の

参
入
の
度
合
も
深
ま
る
。
正
岡
子
規
所
縁
の
大
黒
屋
に
も
上
り
、『
斑
鳩

物
語
』
に
も
思
い
を
馳
せ
、
ホ
テ
ル
を
引
き
払
い
そ
の
古
い
宿
屋
に
移
る

こ
と
も
考
え
る
。
宿
移
り
が
実
現
す
れ
ば
全
面
的
に
大
和
ら
し
い
風
土
の

中
に
彼
は
入
り
込
ん
で
行
く
こ
と
に
な
る
。
今
ま
で
留
保
さ
れ
て
き
た
、

西
洋
的
な
感
覚
の
世
界
を
手
放
す
象
徴
に
も
そ
の
宿
移
り
は
な
る
は
ず

で
あ
る
。
し
か
し
、
現
実
に
は
ホ
テ
ル
を
出
る
こ
と
は
な
く
、
最
初
に
見

た
よ
う
に
、
後
に
「
曠
野
」
と
な
る
物
語
の
構
想
を
練
り
上
げ
る
こ
と
に

な
る
。

　

新
た
な
物
語
の
構
想
に
至
り
、
堀
は
奈
良
を
去
る
こ
と
を
選
択
す
る
。

『
今
昔
物
語
』
を
材
に
し
た
平
安
朝
の
物
語
で
あ
り
、
京
都
を
舞
台
に
展

開
し
、
近
江
で
最
後
の
場
面
を
終
え
る
。
東
京
へ
の
帰
路
に
彼
は
琵
琶
湖

に
取
材
に
で
か
け
る
こ
と
に
な
る
。「
十
月
二
十
七
日
、琵
琶
湖
に
て
」で
、

原
形
の
手
紙
と
の
照
応
で
は
大
き
な
創
作
を
加
え
る
こ
と
に
な
る
。「
十

月
」
で
は
琵
琶
湖
行
き
の
寄
り
道
で
京
都
の
古
書
店
に
入
り
ル
イ
ズ
・
ラ

ベ
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
の
女
流
詩
人
の
詩
集
を
見
つ
け
る
こ
と
に
な
る
。
葉

書
で
は
、
す
で
に
十
月
十
五
日
の
京
都
行
き
で
ド
イ
ツ
文
学
者
大
山
定
一

と
共
に
で
か
け
た
古
書
店
で
そ
れ
を
入
手
し
て
い
る
。
言
う
ま
で
も
な
く

ラ
ベ
の
作
品
は
「
曠
野
」
の
主
人
公
の
心
情
を
形
成
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、

西
洋
詩
の
心
情
が
転
位
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
旅
の
終
り
は
湖
畔
の
お
そ

ら
く
は
日
本
的
な
村
な
の
だ
が
、
ラ
ベ
の
詩
の
引
用
は
、
そ
の
風
土
を
さ

え
も
染
め
る
。

「
ゆ
ふ
べ
わ
が
臥
床
に
入
り
て
、
い
ま
し
も
甘
き
睡
り
に
入
ら
ん
と
す
れ

ば
、
わ
が
魂
は
わ
が
身
よ
り
君
が
方
に
と
あ
く
が
れ
出
づ
。
し
か
る
と
き

は
、
わ
れ
は
わ
が
胸
に
君
を
掻
き
い
だ
き
ゐ
る
が
ご
と
き
心
ち
す
、
ひ
ね

も
す
心
も
切
に
恋
ひ
わ
た
り
ゐ
し
君
を
。
あ
あ
、
甘
き
睡
り
よ
、
わ
れ
を

欺
り
て
な
り
と
も
慰
め
よ
。
う
つ
つ
に
て
は
君
に
逢
ひ
が
た
き
わ
れ
に
、

せ
め
て
恋
ひ
し
き
幻
を
だ
に
ひ
と
夜
与
え
よ
。」

　

大
和
の
風
土
は
信
濃
以
上
に
日
本
的
で
あ
る
。
そ
こ
に
あ
る
古
美
術
は

キ
リ
ス
ト
教
的
な
世
界
を
も
包
み
込
む
よ
う
に
親
近
し
た
魅
力
で
立
ち
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現
れ
る
。
日
本
に
回
帰
さ
せ
る
こ
と
を
求
め
る
よ
う
な
風
土
で
、
実
際
堀

の
心
は
そ
う
し
た
回
心
に
も
近
づ
く
。
し
か
し
、
結
局
は
、
西
洋
的
な
教

養
世
界
の
受
容
の
場
と
し
て
の
風
土
と
働
く
し
か
な
い
。
ギ
リ
シ
ャ
的
な

側
面
、
あ
る
い
は
日
常
生
活
世
界
か
ら
は
離
れ
た
風
土
が
、
西
洋
的
書
物

世
界
の
受
容
の
場
と
し
て
働
く
。
軽
井
沢
の
風
土
の
持
つ
意
味
と
そ
れ
は

相
似
で
あ
り
、
信
濃
国
と
大
和
国
と
は
、
堀
の
中
で
は
お
ど
ろ
く
ほ
ど
に

相
似
で
あ
る
。
作
品
で
言
う
な
ら
ば
「
美
し
い
村
」
と
「
十
月
」
と
の
相

似
と
言
う
こ
と
も
見
て
取
れ
る
で
あ
ろ
う
。
堀
に
と
っ
て
大
和
国
の
風
土

の
内
在
化
は
、
自
ら
作
り
上
げ
た
西
洋
的
な
精
神
世
界
へ
の
内
在
化
に
他

な
ら
な
い
。

三
　
日
本
古
典
の
内
在
化

　

堀
に
と
っ
て
旅
先
は
読
書
の
場
で
あ
り
、「
十
月
」
で
も
多
く
の
書
物

の
読
書
体
験
が
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
日
本
古
典
の
受
容
は
大
き
な

比
重
を
占
め
、
そ
も
そ
も
こ
の
旅
の
目
的
で
あ
る
古
代
小
説
を
書
く
た
め

の
素
材
で
も
あ
り
、
具
体
的
に
は
こ
の
地
で
構
想
さ
れ
、
後
に
書
き
上
げ

ら
れ
た
「
曠
野
」
は
、『
今
昔
物
語
』
を
下
敷
き
に
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

西
洋
文
学
へ
の
関
心
と
と
も
に
作
家
活
動
を
は
じ
め
、
そ
の
中
で
文
学

的
な
教
養
が
形
成
さ
れ
て
き
た
堀
で
は
あ
っ
た
が
、
す
で
に
こ
の
時
点

で
、「
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
」「
ほ
と
と
ぎ
す
」「
姨
捨
」
と
い
う
、
日
本
の

古
典
を
基
に
し
た
作
品
を
書
き
上
げ
て
い
る
。
平
安
時
代
の
『
か
げ
ろ
ふ

日
記
』『
更
級
日
記
』
を
も
と
に
、
現
代
語
訳
に
も
近
い
方
法
で
作
品
化

し
た
（
無
論
改
変
箇
所
も
少
な
く
な
い
）
こ
と
は
改
め
て
確
認
す
る
ま
で
も

な
い
が
、『
ア
ベ
ラ
ー
ル
と
エ
ロ
イ
ー
ズ
』『
ユ
ウ
ジ
ェ
ニ
イ
・
ド
・
ゲ
ラ

ン
の
日
記
』『
ポ
ル
ト
ガ
ル
文
』
な
ど
の
西
洋
の
女
性
の
日
記
に
対
す
る

関
心
か
ら
、
王
朝
女
流
日
記
へ
の
関
心
が
具
体
化
し
て
い
っ
た
様
子
も
あ

ら
た
め
て
確
認
し
て
お
い
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
作
品
も
、
単
純

な
形
で
の
日
本
回
帰
と
し
て
位
置
付
け
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
で
あ
ろ

う
。

　
「
十
月
」
の
旅
の
場
合
は
、
何
よ
り
も
小
説
を
書
く
た
め
の
旅
で
あ
っ

た
。
先
に
も
言
及
し
た
よ
う
に
大
和
路
の
村
で
の
イ
デ
ィ
ル
の
よ
う
な
小

説
を
書
く
こ
と
が
目
的
で
あ
っ
た
。
日
本
の
古
典
で
は
『
万
葉
集
』
が
第

一
に
問
題
と
な
り
、
何
よ
り
も
そ
の
挽
歌
に
対
す
る
関
心
が
堀
を
大
和
へ

と
近
づ
け
て
い
る
。
す
で
に
言
及
し
た
よ
う
に「
伊
勢
物
語
な
ど
」や「
黒

髪
山
」
な
ど
の
エ
ッ
セ
ー
で
は
そ
の
あ
た
り
の
経
緯
が
語
ら
れ
て
い
る
。

『
万
葉
集
』
の
歌
に
も
具
体
的
な
言
及
が
あ
る
。
し
か
し
、「
十
月
」
で
は
、

ま
あ
、
最
初
の
プ
ラ
ン
ど
ほ
り
、
そ
の
位
の
も
の
を
心
が
け
る
こ
と
に
し

て
、
僕
は
万
葉
集
を
ひ
ら
い
た
り
埴
輪
の
写
真
を
並
べ
た
り
し
な
が
ら
、

十
二
時
近
く
ま
で
起
き
て
ゐ
て
、
五
つ
か
ら
六
つ
ぐ
ら
ゐ
物
語
の
筋
を
熱

心
に
立
て
て
み
た
が
、

と
い
う
形
で
こ
の
古
典
か
ら
の
創
造
が
意
図
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ

は
実
を
結
ぶ
こ
と
が
な
く
終
わ
っ
て
し
ま
う
。

　

む
し
ろ
、
イ
デ
ィ
ル
の
構
想
を
作
り
上
げ
る
基
と
な
っ
た
の
は
、
ク

ロ
ー
デ
ル
の
『
マ
リ
ア
へ
の
お
告
げ
』
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
す
で
に
述

べ
た
よ
う
に
、「
七
つ
の
手
紙
」
の
中
で
も
、
人
間
へ
の
神
的
な
も
の
の

不
意
の
訪
れ
を
、
信
濃
の
村
を
背
景
に
描
い
て
み
た
い
と
考
え
る
の
と
同

様
に
、
同
じ
出
会
い
を
大
和
の
村
で
、
古
代
を
時
代
背
景
に
し
て
描
く
と

い
う
具
体
的
な
構
想
に
至
る
。
主
題
を
構
想
さ
せ
る
こ
と
に
関
わ
る
文
学
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作
品
の
基
盤
が
、
西
洋
の
文
学
で
あ
る
こ
と
は
堀
ら
し
い
。
し
か
し
、
全

編
に
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
が
あ
ふ
れ
る
ク
ロ
ー
デ
ル
の
戯
曲
は
、
必
ず
し
も
馴

染
み
や
す
い
物
で
は
な
い
こ
と
は
先
に
も
述
べ
た
が
、
堀
の
こ
の
作
品
理

解
に
つ
い
て
、
彼
の
周
り
の
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
の
側
か
ら
、
具
体
的
に
は

遠
藤
周
作
や
野
村
英
夫
に
よ
る
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
（
13
）。
両
者
の
位

相
も
や
や
異
な
り
を
見
せ
る
の
で
は
あ
る
が
、
堀
が
実
感
で
き
な
い
一
神

教
の
神
の
絶
対
性
を
信
仰
上
の
問
題
と
し
て
受
け
入
れ
る
立
場
か
ら
の

批
判
で
あ
る
。

　

堀
自
身
の
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
へ
の
親
近
や
知
見
は
あ
な
ど
る
こ
と
は
で

き
ま
い
。
長
い
間
の
リ
ル
ケ
読
書
の
積
み
重
ね
が
あ
り
、ア
ン
ド
レ
・
ジ
ッ

ド
や
モ
ー
リ
ア
ッ
ク
な
ど
、
フ
ラ
ン
ス
の
カ
ト
リ
ッ
ク
作
家
に
も
親
し
ん

で
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
神
を
日
本
の
神
あ
る
い
は
仏

に
重
ね
て
作
品
の
核
を
構
成
す
る
だ
け
の
柔
軟
さ
は
持
ち
合
わ
せ
て
い

る
。「
十
月
」
に
お
い
て
当
初
書
こ
う
と
し
た
小
説
は
ま
さ
に
そ
の
よ
う

な
小
説
で
あ
り
、
そ
の
構
想
を
器
と
し
て
日
本
の
古
典
は
受
容
さ
れ
る
。

　
「
十
月
」
で
『
日
本
霊
異
記
』
や
『
今
昔
物
語
』
が
登
場
す
る
の
は
、

そ
う
し
た
器
が
出
来
た
後
で
あ
る
が
、
折
口
信
夫
の
『
古
代
研
究
』
に
あ

る
葛
の
葉
の
狐
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
、
人
妻
と
な
り
子
を
産
ん
だ
後
、
童
子
を

あ
や
し
な
が
ら
乱
菊
に
見
と
れ
て
い
る
う
ち
に
、
狐
の
本
性
に
戻
る
話
に

触
発
さ
れ
て
、
同
様
な
話
を
求
め
る
。
堀
自
身
の
明
確
な
結
び
付
け
は
な

さ
れ
て
い
な
い
の
だ
が
、
人
間
と
神
的
な
も
の
と
の
出
会
い
と
の
連
想
関

係
は
想
像
さ
れ
る
。
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
堀
の
想
像
力
は

野
放
図
と
も
言
え
る
く
ら
い
に
幅
の
あ
る
飛
翔
を
な
し
て
い
る
こ
と
に

な
る
。

　

堀
の
古
代
小
説
の
構
想
は
「
十
月
二
十
六
日
、
斑
鳩
の
里
に
て
」
で
、

法
輪
寺
・
発
起
寺
の
塔
と
森
を
な
が
め
な
が
ら
、

こ
の
あ
た
り
の
山
や
森
な
ど
は
も
つ
と
も
早
く
未
開
状
態
か
ら
目
覚
め

て
、
そ
こ
に
無
数
に
巣
く
つ
て
ゐ
た
小
さ
な
神
々
を
追
ひ
出
し
、
そ
れ
ら

の
山
や
森
を
朝
夕
う
ち
な
が
め
な
が
ら
暮
ら
す
里
人
た
ち
は
次
第
に
心
が

な
ご
や
か
に
な
り
、

と
語
り
出
さ
れ
る
。
仏
教
に
よ
り
生
の
喜
び
が
獲
得
さ
れ
る
の
だ
が
、
そ

の
仏
教
に
追
わ
れ
る
よ
う
に
遠
く
田
舎
へ
と
放
浪
し
て
ゆ
く
神
々
を
、

そ
れ
ら
の
流
謫
の
神
々
に
い
た
く
同
情
し
、
彼
等
を
な
つ
か
し
み
な
が
ら

も
、新
し
い
信
仰
に
目
ざ
め
て
ゆ
く
若
い
貴
族
を
ひ
と
り
見
つ
け
て
き
て
、

そ
れ
を
そ
の
小
説
の
主
人
公
に
す
る
の
だ
。

と
い
う
構
想
に
至
る
。
堀
自
身
も
述
べ
る
よ
う
に
、
こ
の
構
想
は
イ
デ
ィ

ル
の
段
階
を
越
え
、
本
格
的
な
長
編
へ
と
構
想
さ
れ
る
ア
イ
デ
ィ
ア
で
あ

る
。

　

お
そ
ら
く
、
堀
の
求
め
て
い
た
も
の
は
、
そ
う
し
た
大
き
な
文
脈
の
中

の
一
挿
話
と
も
い
う
べ
き
小
さ
な
ス
ケ
ッ
チ
風
の
物
語
で
あ
ろ
う
。
そ
う

し
た
話
が
日
本
の
古
典
説
話
集
の
中
に
発
見
で
き
れ
ば
、
お
そ
ら
く
堀
は

当
初
の
予
定
通
り
の
小
説
を
大
和
の
空
間
の
中
で
産
み
出
し
得
た
と
思

わ
れ
る
。
堀
の
受
容
の
器
の
中
に
説
話
が
十
分
に
内
在
化
さ
れ
た
は
ず

で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
堀
の
読
書
に
よ
っ
て
も
そ
れ
は
発
見
で
き
な

か
っ
た
よ
う
だ
。
す
で
に
言
及
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
の
長
編

の
構
想
は
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
ペ
イ
タ
ー
の
『
享
楽
主
義
者
マ
リ
ウ
ス
』
に
学

ぶ
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
そ
れ
は
堀
の
蔵
書
の
中
に
あ
る
（
14
）。
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四
　「
曠
野
」
へ

　

結
局
書
き
上
げ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は「
曠
野
」で
あ
る
。『
今
昔
物
語
』

巻
三
十
第
四
「
中
務
大
輔
娘
、
成
近
江
郡
司
婢
語
」
が
基
と
な
っ
た
説
話

で
あ
る
。「
十
月
」
で
「
そ
の
な
か
の
或
る
物
語
が
ふ
い
に
僕
の
目
に
と

ま
つ
た
。」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、原
書
簡
で
は
十
月
二
十
四
日
付
で
「「
今

昔
物
語
」
の
中
に
あ
る
或
不
幸
な
女
の
話
だ
が
、
こ
れ
な
ら
お
手
の
も
の

な
の
で
書
け
さ
う
で
あ
る
。」
と
出
て
く
る
。「
十
月
」
で
は
た
だ
ち
に
ク

ロ
ー
デ
ル
の
聖
女
と
対
比
し
て
い
る
の
は
先
に
も
引
い
た
通
り
で
あ
る
。

　

自
分
を
与
え
て
い
る
う
ち
に
「
い
つ
し
か
自
分
を
神
に
し
て
ゐ
た
」
聖

女
と
は
反
対
に
、
与
え
て
い
る
う
ち
に
「
い
よ
い
よ
は
か
な
い
境
涯
に
墜

ち
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
」
い
女
と
を
対
比
さ
せ
る
が
、
こ
の
物
語
が

堀
の
目
に
と
ま
る
の
は
、
や
は
り
ク
ロ
ー
デ
ル
を
通
し
て
で
あ
る
こ
と
が

語
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
と
と
も
に
注
目
し
て
お
く
べ
き
は
『
伊

勢
物
語
』
二
十
三
段
と
の
関
係
で
あ
る
（
15
）。「
筒
井
筒
」
と
し
て
知
ら

れ
る
章
段
だ
が
、
幼
馴
染
み
の
夫
婦
は
、
女
の
両
親
が
亡
く
な
り
経
済
的

に
不
如
意
と
な
り
、
男
は
河
内
国
高
安
郡
の
新
た
な
女
の
も
と
に
通
う
よ

う
に
な
る
が
、
や
が
て
元
の
妻
の
も
と
に
帰
る
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
で
あ

る
。「
十
月
」
の
旅
で
も
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
堀
は
わ
ざ
わ
ざ
高
安
に

足
を
運
ん
で
い
る
。

　

全
集
所
収
の
「
伊
勢
物
語
一
」
と
す
る
ノ
ー
ト
で
は
、
各
章
段
に
「
猟

人
日
記
」
等
の
小
見
出
を
付
け
て
い
る
が
、
二
十
一
段
か
ら
こ
の
章
段
ま

で
を
「
心
理
小
説
」
と
総
括
し
て
い
る
。
そ
し
て
、「
伊
勢
物
語
も
こ
の

辺
を
見
る
と
、
後
に
、
い
か
に
も
源
氏
物
語
な
ど
が
出
て
く
る
理
由
が
わ

か
る
。
男
女
間
の
繊
密
な
心
の
描
写
に
入
つ
て
ゐ
る
」と
総
括
し
て
い
る
。

そ
し
て
、「
女
の
親
な
く
な
り
て
、
た
よ
り
な
く
な
る
ま
ま
に
、
も
ろ
と

も
に
い
ふ
か
ひ
な
く
て
あ
ら
む
や
は
と
て
、
河
内
国
高
安
郡
に
、
い
き
か

よ
ふ
所
い
で
来
に
け
り
」
と
、
最
初
の
妻
が
夫
を
見
送
り
「
風
吹
け
ば
お

き
つ
白
波
た
つ
た
山
夜
半
に
は
君
が
ひ
と
り
越
ゆ
ら
む
」
の
歌
を
詠
む
前

の
「
見
れ
ば
、
こ
の
女
よ
う
け
さ
う
じ
て
、
う
ち
眺
め
て
」
の
部
分
に
傍

線
を
付
し
て
い
る
。

　
『
今
昔
物
語
』
と
「
曠
野
」
と
に
共
通
す
る
女
の
側
に
経
済
力
が
な
く

な
っ
た
た
め
に
男
が
他
の
妻
を
求
め
る
と
い
う
プ
ロ
ッ
ト
に
は
早
く
か

ら
関
心
を
抱
い
て
い
た
と
思
し
い
。
よ
り
踏
み
込
ん
で
言
う
な
ら
ば
、
愛

情
が
欠
如
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
自
己
犠
牲
的
に
身
を
引
い
た
女
が
、
男

の
愛
を
求
め
続
け
る
と
い
う
、
堀
の
中
で
エ
ロ
イ
ー
ズ
へ
の
関
心
以
来
長

ら
く
暖
め
て
き
た
愛
の
形
を
強
く
受
容
し
た
と
思
し
い
。
堀
の
ノ
ー
ト
で

は
、
女
の
「
風
吹
け
ば
」
の
歌
を
収
録
す
る
『
古
今
和
歌
集
』
も
引
き
、

左
注
の
部
分
の
「
夜
ふ
く
る
ま
で
、
こ
と
を
か
き
な
ら
し
つ
つ
、
う
ち
な

げ
き
て
」
の
部
分
に
も
傍
線
を
付
し
て
い
る
。

　
『
伊
勢
物
語
』
が
『
今
昔
物
語
』
を
受
容
す
る
器
と
し
て
働
い
て
い
る

わ
け
だ
が
、
そ
れ
自
体
も
堀
の
形
作
っ
て
き
た
文
学
的
な
基
盤
の
中
で
内

在
化
し
て
来
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。『
伊
勢
物
語
』
の
「
筒
井
筒
」
へ

の
関
心
も
、
男
女
間
の
恋
愛
の
心
理
小
説
的
な
興
味
で
あ
る
こ
と
は
彼
の

ノ
ー
ト
筆
記
を
引
い
て
す
で
に
述
べ
た
。
彼
自
身
の
文
学
的
な
真
の
出
発

と
な
っ
た
「
聖
家
族
」
が
レ
イ
モ
ン
・
ラ
デ
ィ
ゲ
の
恋
愛
心
理
小
説
に
始

発
点
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
今
更
繰
り
返
す
ま
で
も
な
い
。
勿
論
、
昭
和

十
年
代
に
お
い
て
、『
源
氏
物
語
』
を
頂
点
と
し
て
考
え
る
十
世
紀
の
物

語
史
を
恋
愛
心
理
小
説
の
深
化
と
捉
え
る
視
点
自
体
、
か
な
り
に
一
般
化

さ
れ
た
認
識
だ
と
考
え
て
よ
い
の
で
あ
る
が
、
堀
の
認
識
は
そ
の
な
ぞ
り

以
上
に
自
身
の
作
家
と
し
て
の
足
跡
に
も
合
致
し
て
い
る
。
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「
曠
野
」
と
い
う
作
品
は
『
今
昔
物
語
』
に
即
し
て
い
る
も
の
の
、
今

ま
で
の
古
典
物
と
は
異
な
り
、
か
な
り
手
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
特
に
末

尾
の
部
分
は
『
風
立
ち
ぬ
』
以
来
の
主
題
、
限
界
的
な
状
況
の
中
で
の
女

の
一
瞬
の
生
の
輝
き
と
真
の
愛
に
目
ざ
め
る
男
と
い
う
通
底
し
た
主
題

の
明
確
化
と
し
て
、
定
説
的
に
問
題
に
さ
れ
て
き
た
。
侘
住
ま
い
の
中
で

同
居
し
て
い
た
老
尼
を
訪
ね
て
き
た
近
江
の
郡
司
の
息
子
に
女
は
見
出

だ
さ
れ
、
近
江
に
連
れ
帰
ら
れ
た
が
婢
と
な
り
、
新
た
に
国
司
と
し
て
赴

任
し
て
き
た
夫
に
そ
れ
と
知
ら
ず
美
貌
に
注
目
さ
れ
、
彼
に
抱
か
れ
た
ま

ま
息
絶
え
る
部
分
で
あ
る
。
原
作
（
16
）
で
は
恥
を
感
じ
て
女
は
死
ん
だ
と

し
て
、男

ノ
、
心
ノ
無
カ
リ
ケ
ル
也
。
其
ノ
事
ヲ
不
顕
サ
ズ
シ
テ
、
只
可
養
育
カ

リ
ケ
ル
事
ヲ
、
ト
ゾ
思
ユ
ル
。

と
し
て
終
わ
る
部
分
が
、
男
の
こ
の
女
こ
そ
自
分
が
愛
し
た
唯
一
の
女
だ

と
い
う
確
認
と
と
も
に
、「
一
度
だ
け
目
を
大
き
く
見
ひ
ら
い
て
」
男
の

顔
を
見
て
死
ん
で
ゆ
く
女
の
姿
に
描
き
替
え
ら
れ
て
い
る
。

　
「
十
月
」
と
の
関
連
か
ら
す
れ
ば
、
経
済
的
な
理
由
で
別
れ
た
夫
と
の

そ
の
後
の
部
分
の
創
作
が
よ
り
問
題
と
な
る
。
原
作
で
は
、

来
ル
事
ハ
絶
ニ
ケ
リ
。
然
レ
バ
、
様
悪
ク
壊
タ
ル
寝
殿
ノ
片
角
ニ
、
幽
ニ

テ
ゾ
独
リ
居
タ
リ
ケ
ル

の
部
分
が
大
幅
に
増
補
さ
れ
て
い
る
。
女
は
も
し
や
男
が
訪
ね
て
来
な
い

か
と
待
ち
続
け
る
の
だ
が
、
そ
の
あ
た
り
の
心
情
に
は
、
先
に
引
い
た
ル

イ
ズ
・
ラ
ベ
の
ソ
ネ
ッ
ト
が
活
か
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
許
さ
れ

よ
う
（
17
）。　

　

特
に
堀
は
、
二
年
ほ
ど
経
過
の
後
、
ふ
と
男
が
女
を
訪
ね
て
く
る
場
面

を
新
た
に
創
り
上
げ
る
。「
十
月
」
で
は
海
龍
王
寺
と
い
う
廃
寺
に
注
目

し
て
い
る
。
八
重
葎
の
し
げ
っ
た
境
内
に
入
り
こ
み
「
女
の
来
る
の
を
待

ち
あ
ぐ
ね
て
い
ゐ
る
古
の
貴
公
子
の
や
う
に
わ
れ
と
わ
が
身
を
描
」
い
て

い
る
。
そ
う
し
た
廃
寺
へ
の
好
み
を
「
中
世
的
」
で
「
伊
勢
物
語
風
」
の

も
の
し
か
構
想
で
き
な
い
自
分
の
感
性
の
限
界
と
し
て
反
省
し
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
れ
が
染
み
つ
い
た
彼
の
感
性
で
あ
り
、
現
実
に
そ
う
し
た

場
面
を
「
曠
野
」
で
も
作
り
出
し
て
い
る
。
男
は
築
土
も
崩
れ
、
葎
の
は

び
こ
る
女
の
廃
屋
の
よ
う
に
な
っ
た
屋
敷
を
訪
ね
る
の
で
あ
る
。「
十
月
」

で
は
、
崩
れ
た
築
土
が
風
景
を
作
り
上
げ
る
高
畑
の
あ
た
り
を
、「
曠
野
」

を
構
想
後
に
も
再
三
訪
ね
る
の
で
あ
る
。
風
土
と
読
ま
れ
た
古
典
と
が
、

堀
の
感
性
の
中
で
完
全
に
合
一
化
す
る
よ
う
に
し
て
内
在
化
し
て
い
る

こ
と
を
示
す
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

　

堀
辰
雄
は
、
そ
の
病
身
や
文
体
か
ら
想
像
す
る
以
上
に
し
た
た
か
な
作

家
で
あ
る
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
自
分
の
感
性
世
界
の
中
に
風
土
も
文

学
も
す
べ
て
貪
欲
に
取
り
込
み
、
自
分
の
精
神
世
界
を
し
た
た
か
に
作
り

上
げ
て
し
ま
う
。
そ
う
し
た
世
界
を
受
容
の
器
と
し
て
、
さ
ら
に
異
質
な

も
の
を
注
意
深
く
取
り
込
み
、
自
ら
の
世
界
を
ふ
く
ら
ま
せ
て
行
く
。

　

堀
に
と
っ
て
『
風
立
ち
ぬ
』
は
一
つ
の
文
学
的
な
完
成
で
あ
る
。
具
体

的
に
は
、
昭
和
十
二
年
（
一
九
三
七
）
冬
の
「
死
の
か
げ
の
谷
」
の
執
筆

に
求
め
ら
れ
よ
う
。
そ
れ
に
前
後
し
て
自
己
の
内
部
へ
取
り
込
ん
で
い
っ
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た
日
本
の
古
典
は
、
確
立
し
た
受
容
の
器
の
上
に
取
り
込
ま
れ
て
行
く
異

質
の
世
界
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
堀
の
精
神
世
界
を
確
実
に
豊
か
に
し
て
行

く
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
根
本
的
に
変
革
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
か
っ

た
。
し
か
し
、
堀
の
文
学
世
界
か
ら
日
本
古
典
や
古
典
的
風
土
で
あ
る
大

和
を
除
く
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

こ
う
し
た
あ
り
方
は
、
現
代
の
社
会
を
生
き
て
日
本
の
古
典
に
立
ち
向

か
う
我
々
、
必
ず
し
も
日
本
語
を
母
語
と
し
な
い
日
本
を
母
国
と
し
な
い

仲
間
を
含
め
て
、
そ
の
我
々
が
古
典
に
対
す
る
態
度
を
示
唆
し
な
い
で
あ

ろ
う
か
。「
十
月
」
は
そ
の
こ
と
を
考
え
る
た
め
の
よ
き
作
品
だ
と
思
う

の
で
あ
る
。

〈
追
記
〉

　

本
稿
は
、
二
〇
〇
八
年
九
月
に
中
国
厦
門
大
学
で
講
演
し
た
「
日
本
近
代
文

学
と
古
典
」
の
内
容
を
起
点
と
し
て
い
る
。
北
回
帰
線
に
も
近
い
熱
帯
樹
に
囲

ま
れ
た
島
で
い
ま
だ
美
し
い
夏
の
盛
り
の
中
、
熱
心
に
話
を
聞
き
一
緒
に
考
え

て
く
れ
た
、
日
本
文
学
を
学
ぼ
う
と
す
る
仲
間
達
に
感
謝
し
た
い
。

　
　

注

（
1
）以
下
堀
辰
雄
の
作
品
か
ら
の
引
用
は
、特
に
断
わ
ら
な
い
限
り『
堀
辰
雄
全
集
』（
筑

摩
書
房
・
一
九
七
七
～
一
九
八
〇
年
）
に
よ
る
が
、
漢
字
は
現
行
字
体
で
掲
出
し
た
。

本
稿
の
中
で
全
集
と
す
る
の
は
、
特
に
断
わ
ら
な
い
限
り
こ
の
版
で
あ
る
。

（
2
）
角
川
書
店
版
全
集
（
一
九
六
四
年
）
で
は
、年
次
順
の
配
列
を
原
則
と
し
て
お
り
、

第
八
巻
「
大
和
路
・
信
濃
路
」
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
3
）
全
集
第
三
巻
・
第
四
巻
所
収
の
月
報
。

（
4
）
安
藤
宏
『
自
意
識
の
昭
和
文
学
』（
至
文
堂
・
一
九
九
四
年
）。

（
5
）
林
淑
美
「
堀
辰
雄
の
古
代
―
〈
日
本
主
義
の
文
学
化
〉
と
は
何
か
」（
池
内
輝

雄
編
『
堀
辰
雄
と
モ
ダ
ニ
ズ
ム　

別
冊
解
釈
と
鑑
賞
』
二
〇
〇
四
年
二
月
）。

（
6
）
小
久
保
実
「
堀
辰
雄
論
―
『
大
和
路
・
信
濃
路
』
に
つ
い
て
―
」（『
解
釈
』

七
巻
九
・
十
号
・
一
九
六
一
年
十
月
）。

（
7
）
小
川
和
佑
「「
大
和
路
」
の
な
か
の
堀
辰
雄
―
「
大
和
路
ノ
ー
ト
」・『
花
あ
し
び
』

を
中
心
に　

一
・
二
」（『
解
釈
』
三
〇
巻
七
号
・
九
号
・
一
九
八
四
年
七
月
・
九
月
）。

（
8
）
や
は
り
こ
の
ホ
テ
ル
に
宿
を
と
っ
た
和
辻
哲
郎
『
古
寺
巡
礼
』（
岩
波
書
店
・
初

版
一
九
一
九
年
）
で
も
、
こ
の
ホ
テ
ル
の
西
洋
式
の
風
呂
と
和
式
の
風
呂
を
比
べ
る

無
邪
気
な
記
述
が
現
在
か
ら
は
微
笑
ま
し
い
。

（
9
）
村
尾
誠
一
「
古
寺
巡
礼
の
近
代
」（
和
歌
文
学
大
系
『
海
や
ま
の
あ
ひ
だ
／
鹿
鳴
集
』

明
治
書
院
・
二
〇
〇
五
年
・
月
報
）・
同
「
会
津
八
一
ノ
ー
ト
―
近
代
古
寺
巡
礼

の
東
と
西
―
」（『
総
合
文
化
研
究
』
十
号
・
二
〇
〇
七
年
三
月
）。

（
10
）
堀
は
「Idyll

イ
デ
ィ
ル
」
は
一
般
に
は
「
牧
歌
」
と
訳
さ
れ
る
が
自
足
し
た
生

活
だ
け
が
描
か
れ
る
「
小
さ
き
絵
」
位
が
本
来
の
概
念
で
あ
る
こ
と
を
ケ
ー
ベ
ル
の

著
作
を
引
い
て
解
説
し
て
い
る
。

（
11
）
例
え
ば
中
島
国
彦
に
は
「
堀
辰
雄
の
ク
ロ
ー
デ
ル
受
容
―
『
マ
リ
ア
へ
の
お
告
げ
』

の
影
響
を
中
心
に
―
」（『
比
較
文
学
年
誌
』
四
二
号
・
二
〇
〇
六
年
三
月
）
が
あ

り
、
ク
ロ
ー
デ
ル
と
堀
と
の
関
係
を
考
察
す
る
。
他
に
も
山
崎
麻
由
子
「
ク
ロ
オ
デ

ル
「
マ
リ
ア
へ
の
お
告
げ
」
を
経
て
の
「
曠
野
」」（『
新
樹
』
十
号
・
一
九
九
五
年

九
月
）
な
ど
「
曠
野
」
の
生
成
を
め
ぐ
る
論
で
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
こ
こ
に
注
目

す
る
。
と
は
い
え
、
ク
ロ
ー
デ
ル
の
作
品
自
体
扱
い
や
す
い
対
象
で
は
な
く
、
必
ず

し
も
問
題
が
十
分
展
開
さ
れ
て
い
る
と
は
思
え
な
い
。
本
稿
で
も
力
は
及
ん
で
い
な

い
。
さ
ら
に
課
題
と
し
た
い
。

（
12
）
林
淑
美
前
掲
論
文
で
は
、
こ
の
「
異
様
」
と
い
う
文
言
を
問
題
に
し
て
い
る
。
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（
13
）
遠
藤
周
作
「
堀
辰
雄
覚
書
」（『
遠
藤
周
作
文
学
全
集
九
』
新
潮
社
・
一
九
七
五
年

所
収
、
初
出
は
『
高
原
』
一
九
四
八
年
三
月
・
七
月
・
十
月
）
で
は
、
堀
辰
雄
の
汎

神
論
的
な
心
性
を
抉
り
出
そ
う
と
す
る
。
堀
辰
雄
論
の
古
典
と
も
言
え
る
論
の
一
つ

だ
が
、
生
硬
な
な
か
に
も
真
摯
に
カ
ト
リ
ッ
ク
的
な
理
解
と
の
断
絶
を
見
よ
う
と
す

る
。
野
村
英
夫
の
掘
宛
て
書
簡
で
は
、『
花
あ
し
び
』
の
読
後
と
し
て
、
堀
の
真
意

の
解
釈
に
揺
れ
を
見
せ
な
が
ら
も
「
犠
牲
と
召
命
と
申
し
ま
す
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
本

質
」
の
作
品
が
『
マ
リ
ア
へ
の
お
告
げ
』
で
あ
る
と
や
や
素
朴
に
述
べ
て
い
る
（
昭

和
二
十
一
年
五
月
十
四
日
・
二
十
三
日
書
簡
、
全
集
別
巻
一
所
収
）。
な
お
、
こ
の

書
簡
に
つ
い
て
は
大
森
郁
之
助
「「
曠
野
」
論
へ
の
序
―
成
立
過
程
の
虚
実
を
発

端
と
し
て
―
」（『
日
本
近
代
文
学
』
一
四
・
一
九
七
一
年
五
月
）
で
も
言
及
さ
れ

て
い
る
。

（
14
）
堀
の
古
代
小
説
と
ペ
イ
タ
ー
と
の
関
係
は
す
で
に
定
説
化
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る

が
、
堀
自
身
は
そ
の
こ
と
は
語
っ
て
い
な
い
。
堀
の
ペ
イ
タ
ー
に
関
す
る
ノ
ー
ト
は

全
集
に
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
作
品
へ
の
言
及
は
な
い
。
ペ
イ
タ
ー
の
小
説
自

体
難
解
で
あ
る
が
、
今
後
こ
の
あ
た
り
に
つ
い
て
も
、
再
考
し
て
み
る
必
要
が
あ
る

で
あ
ろ
う
。

（
15
）『
伊
勢
物
語
』
と
「
曠
野
」
の
関
係
に
つ
い
て
は
中
島
昭
『
堀
辰
雄　

昭
和
十
年

代
の
文
学
』（
リ
ー
ベ
ル
出
版
・
一
九
九
二
年
）
所
収
の
「『
曠
野
』
―
『
伊
勢
物
語
』

と
の
関
連
を
中
心
に
」
で
は
、細
部
の
意
匠
か
ら
第
四
段
（「
月
や
あ
ら
ぬ
」
の
章
段
）

と
の
関
連
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
16
）『
今
昔
物
語
』
か
ら
の
引
用
は
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
今
昔
物
語
』（
岩
波
書
店
・

一
九
九
六
年
）
に
よ
る
。

（
17
）
ソ
ネ
ッ
ト
の
訳
文
は
極
め
て
王
朝
女
流
文
学
的
な
色
彩
の
強
い
訳
語
が
選
択
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
あ
た
り
の
検
討
は
現
在
の
所
私
の
力
量
を
越
え

た
問
題
で
あ
る
。


