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は
じ
め
に

　

人
は
思
い
悩
ん
だ
と
き
、
何
に
縋
る
の
か
。
そ
れ
が
文
学
の
場
合
、
先

人
が
残
し
た
も
の
を
読
み
解
く
の
が
、
昔
か
ら
の
倣
い
で
あ
る
。
藤
原
定

家
の
『
詠
歌
大
概
』
に
「
和
歌
無
師
匠
。
只
以
旧
歌
為
師
。
染
心
於
古
風
、

習
詞
於
先
達
者
、
誰
人
不
詠
之
哉
。（
和
歌
に
師
匠
無
し
。
只
旧
歌
を
以

て
師
と
為
す
。
心
を
古
風
に
染
め
、
詞
を
先
達
に
習
は
ば
、
誰
人
か
之
を

詠
ぜ
ざ
ら
ん
や（
１
）。）」

と
あ
る
よ
う
に
、
文
学
は
そ
の
道
の
師
に
頼
る
の
で

は
な
く
、
作
品
を
拠
り
所
と
し
、
心
を
古
の
様
式
に
通
わ
せ
、
詞
を
先
人

に
習
え
ば
、
お
の
ず
と
道
を
開
く
こ
と
が
で
き
る
。

　

太
宰
治
の
『
富
嶽
百
景
』（
一
九
三
九
）
に
お
け
る
「
私
」
も
こ
れ
と

同
じ
こ
と
を
実
践
す
る
。「
私
」
が
共
感
し
た
先
人
の
詞
と
は
何
か
。
そ

れ
は
小
島
烏
水
と
歌
川
広
重
の
詞
で
あ
っ
た
。「
私
」
は
烏
水
の
富
士
山
論
、

広
重
の
風
景
画
観
に
共
感
を
抱
き
、
そ
れ
を
運
筆
の
参
考
と
す
る
。
本
小

論
は
、『
富
嶽
百
景
』
の
記
述
と
小
島
烏
水
・
歌
川
広
重
の
記
述
の
相
似

点
に
着
目
し
、
そ
れ
に
依
拠
し
た
『
富
嶽
百
景
』
の
新
た
な
読
み
を
試
み

る
も
の
で
あ
る
。

一　

小
島
烏
水
の
富
士
山
論
と
そ
の
著
作

　
『
富
嶽
百
景
』
に
は
風
景
画
に
関
す
る
記
述
を
参
考
に
し
た
構
想
が
み

ら
れ
る
。
冒
頭
に
、
富
士
山
の
風
景
画
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
。

富
士
の
頂
角
、
広
重
の
富
士
は
八
十
五
度
、
文
晁
の
富
士
も
八
十
四

度
く
ら
ゐ
、
け
れ
ど
も
、
陸
軍
の
実
測
図
に
よ
つ
て
東
西
及
南
北
に

断
面
図
を
作
つ
て
み
る
と
、
東
西
縦
断
は
頂
角
、
百
二
十
四
度
と
な

り
、
南
北
は
百
十
七
度
で
あ
る
。
広
重
、
文
晁
に
限
ら
ず
、
た
い
て

い
の
絵
の
富
士
は
、
鋭
角
で
あ
る（
２
）。

　

こ
の
箇
所
は
先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
太
宰
の
妻
美
知

子
の
父
石
原
初
太
郎
著
『
富
士
山
の
自
然
界
』（
一
九
二
五
）
の
記
述
を

〈
研
究
ノ
ー
ト
〉

太
宰
治
『
富
嶽
百
景
』
小
論

─
─
先
人
の
詞
か
ら
学
ん
だ
も
の
─
─
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踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る（
３
）。

一
方
、
こ
の
後
に
続
く
記
述
は
「
私
」
に
よ
る

北
斎
の
描
い
た
富
士
と
実
物
の
富
士
に
対
す
る
所
感
を
述
べ
た
も
の
で
あ

る
が
、
こ
れ
と
同
じ
見
解
を
持
っ
た
者
が
他
に
い
る
。『
富
嶽
百
景
』
の

作
品
内
で
紹
介
さ
れ
る
小
島
烏
水
で
あ
る
。
以
下
に
掲
げ
る
の
は
、『
富

嶽
百
景
』
と
小
島
烏
水
の
『
山
水
美
論
』（
一
九
〇
八
）
の
そ
の
該
当
箇

所
で
あ
る
。

◆
『
富
嶽
百
景
』

北
斎
に
い
た
つ
て
は
、
そ
の
頂
角
、
ほ
と
ん
ど
三
十
度
く
ら
ゐ
、
エ

ツ
フ
エ
ル
鉄
塔
の
や
う
な
富
士
を
さ
へ
描
い
て
ゐ
る
。
け
れ
ど
も
、

実
際
の
富
士
は
、
鈍
角
も
鈍
角
、
の
ろ
く
さ
と
拡
が
り
、
東
西
、
百

二
十
四
度
、
南
北
は
百
十
七
度
、
決
し
て
、
秀
抜
の
、
す
ら
と
高
い

山
で
は
な
い
。
た
と
へ
ば
私
が
、
印
度
か
ど
こ
か
の
国
か
ら
、
突
然
、

鷲
に
さ
ら
は
れ
、
す
と
ん
と
日
本
の
沼
津
あ
た
り
の
海
岸
に
落
さ
れ

て
、
ふ
と
、
こ
の
山
を
見
つ
け
て
も
、
そ
ん
な
に
驚
嘆
し
な
い
だ
ろ

う
。
ニ
ツ
ポ
ン
の
フ
ジ
ヤ
マ
を
、
あ
ら
か
じ
め
憧
れ
て
ゐ
る
か
ら
こ

そ
、
ワ
ン
ダ
フ
ル
な
の
で
あ
つ
て
、
さ
う
で
な
く
て
、
そ
の
や
う
な

俗
な
宣
伝
を
、
一
さ
い
知
ら
ず
、
素
朴
な
、
純
粋
の
、
う
つ
ろ
な
心

に
、
果
し
て
、
ど
れ
だ
け
訴
へ
得
る
か
、
そ
の
こ
と
に
な
る
と
、
多

少
、
心
細
い
山
で
あ
る
。
低
い
。

◆
『
山
水
美
論
』「
甲
斐
山
岳
の
形
態
美　

四　

富
士
山
論（
４
）」

北
齋
の
富
士
は
感
情
上
此
山
を
日
本
一
の
高
山
に
し
た
い
と
思
つ
て

描
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
頂
上
近
邊
の
傾
斜
を
、
五
六
十
度
位
、
即

ち
實
物
の
二
倍
乃
至
三
倍
程
急
に
尖
ら
し
て
あ
る
、
一
寸
目
に
は
高

く
怖
ろ
し
い
山
に
見
え
る
が
、
實
際
御
殿
塲
へ
な
り
、
吉
田
へ
な
り
、

大
宮
へ
な
り
行
つ
て
、
正
の
物
を
觀
る
と
解
る
が
、
ど
う
し
て
も
日

本
一
の
高
山
と
思
は
れ
な
い
程
に
低
い
。

　

測
っ
た
角
度
こ
そ
異
な
る
が
、
着
眼
点
は
ほ
ぼ
重
な
る
。
実
物
の
富
士

よ
り
頂
上
の
角
度
を
鋭
角
に
描
い
て
い
る
点
。
富
士
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ

が
あ
ら
か
じ
め
あ
る
点
。
遠
望
す
る
と
高
い
山
に
思
わ
れ
ず
、
低
い
と
感

じ
る
点
。

　
『
富
嶽
百
景
』
に
お
け
る
こ
う
し
た
富
士
へ
の
批
判
的
な
言
及
に
関
し

て
は
、
同
時
代
の
小
説
や
当
時
の
時
局
の
影
響
を
指
摘
し
た
研
究
が
あ
る（
５
）。

こ
う
し
た
指
摘
も
鑑
み
る
と
、
富
士
を
批
判
的
に
捉
え
る
こ
と
に
関
し
て

は
、
当
時
の
時
局
や
先
行
文
学
の
影
響
が
あ
っ
た
と
言
え
る
一
方
、
批
判

を
執
筆
す
る
着
眼
点
に
関
し
て
は
、
小
島
烏
水
の
記
述
を
参
考
し
た
と
言

う
こ
と
が
で
き
る
。

　

烏
水
に
関
し
て
そ
の
他
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
そ
の
著
作
で
あ
る
。
烏

水
は
登
山
家
・
随
筆
家
で
あ
り
、
著
作
と
し
て
『
日
本
山
水
論
』（
一
九

〇
五
）
や
『
日
本
ア
ル
プ
ス
』（
一
九
一
〇
～
一
五
）
な
ど
が
あ
る
が
、

江
戸
絵
画
に
つ
い
て
の
も
の
も
あ
る
。
代
表
的
な
も
の
と
し
て
『
浮
世
絵

と
風
景
画
』（
一
九
一
四
）
と
『
江
戸
末
期
の
浮
世
絵
』（
一
九
三
一
）
が

挙
げ
ら
れ
る
。

　

太
宰
作
品
に
お
け
る
日
本
、
西
洋
の
絵
画
の
影
響
に
つ
い
て
は
先
行
研

究
が
多
く
あ
り
、『
富
嶽
百
景
』
に
関
し
て
も
、
葛
飾
北
斎
の
「
冨
嶽
三

十
六
景
」
や
『
富
嶽
百
景
』
の
構
図
を
参
考
に
し
た
と
の
指
摘
が
あ
る（
６
）。

尤
も
太
宰
自
身
が
「『
思
ひ
出
』
序
」（
一
九
四
〇
）
で
『
富
嶽
百
景
』
を

「
ス
ケ
ツ
チ
の
連
續
で
あ
る（
７
）」

と
述
べ
て
い
る
以
上
、『
富
嶽
百
景
』
を
ス

ケ
ッ
チ
（
写
生
画
）
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
り
、
そ
の
ス
ケ
ッ

チ
の
モ
テ
ィ
ー
フ
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
富
士
が
中
心
と
な
る
。

　

一
方
、
江
戸
絵
画
史
に
目
を
向
け
る
と
、
景
観
を
モ
テ
ィ
ー
フ
に
し
た
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写
生
画
、
つ
ま
り
風
景
画
（
当
時
の
名
称
は
「
名
所
絵
」）
を
大
成
さ
せ

た
人
物
と
し
て
、
葛
飾
北
斎
と
歌
川
広
重
の
両
名
が
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
は
、

古
く
か
ら
説
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

小
島
烏
水
が
『
浮
世
絵
と
風
景
画
』
に
お
い
て
、「
廣
重
と
北
齋
と
は
、

略
ぼ
時
を
同
じ
う
し
た
、
二
大
風
景
畫
家
で
あ
つ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
よ
く

比
較
さ
れ
る（
８
）」

と
述
べ
、
永
井
荷
風
が
「
浮
世
繪
の
山
水
畫
と
江
戸
名
所
」

（
一
九
一
三
）
に
お
い
て
、「
浮
世
繪
風
俗
畫
は
鈴
木
春
信
勝
川
春
章
鳥
居

淸
長
よ
り
歌
麿
春
潮
榮
之
豊
國
の
如
き
寛
政
の
諸
名
家
に
及
び
圓
熟
の
極

度
に
達
せ
し
時
、
こ
ゝ
に
葛
飾
北
齋
一
立
齋
廣
重
の
二
大
家
現
は
れ
獨
立

せ
る
山
水
畫
を
完
成
し
江
戸
平
民
繪
畫
史
に
掉
尾
の
偉
観
を
添
へ
た
り
」

や
「
一
立
齋
廣
重
は
北
齋
と
相
並
ん
で
西
歐
の
鑑
賞
家
よ
り
日
本
畫
家
中

恐
ら
く
は
空
前
絶
後
の
二
大
山
水
畫
家
な
る
べ
し
と
稱
せ
ら
る（
９
）」

と
評
し

た
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
近
代
の
作
家
が
日
本
の
風
景
画
を
作
品
に
受
容

す
る
上
で
、
北
斎
だ
け
で
な
く
、
広
重
も
意
識
し
て
い
た
と
捉
え
て
も
問

題
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

ま
し
て
や
広
重
は
北
斎
の
『
富
嶽
百
景
』
を
批
判
し
、差
別
化
を
は
か
っ

た
『
富
士
見
百
図
』
を
描
い
て
お
り
、『
富
士
見
百
図
』
の
序
に
み
ら
れ

る
広
重
の
風
景
画
観
と
、太
宰
の
『
富
嶽
百
景
』
に
お
け
る
「
私
」
の
「
私

の
世
界
観
、
芸
術
と
い
ふ
も
の
、
あ
す
の
文
学
と
い
ふ
も
の
」
の
答
え
で

あ
る
「
単
一
表
現
」
に
は
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。「
私
」
の
考
え
る
「
単

一
表
現
」
は
、富
士
の
風
景
画
に
お
い
て
、北
斎
の
『
富
嶽
百
景
』
や
「
冨

嶽
三
十
六
景
」
の
趣
向
よ
り
、
む
し
ろ
広
重
の
『
富
士
見
百
図
』
の
趣
向

に
近
い
。
次
節
で
は
、
広
重
の
風
景
画
観
に
依
拠
し
、
太
宰
の
『
富
嶽
百

景
』
の
新
た
な
読
み
の
可
能
性
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

二　

歌
川
広
重
の
風
景
画
観
と
「
単
一
表
現
」

　
　

富
士
に
は
、
月
見
草
が
よ
く
似
合
ふ

　

文
学
碑
に
も
な
っ
た
『
富
嶽
百
景
』
内
に
お
い
て
最
も
有
名
な
一
節
で

あ
る
が
、『
富
嶽
百
景
』
に
は
富
士
と
、
植
物
や
人
物
な
ど
の
取
り
合
わ

せ
が
多
く
見
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
写
真
論
の
観
点
か
ら
論
考

が
な
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
風
景
画
の
世
界
に
お
い
て
、
山
水
な
ど
の
自

然
と
事
物
な
ど
を
取
り
合
わ
せ
る
趣
向
は
、
北
斎
が
得
意
と
す
る
も
の
で

あ
る
。
永
井
荷
風
が
「
浮
世
繪
の
山
水
畫
と
江
戸
名
所
」
に
お
い
て
、「
北

齋
は
山
水
を
把
り
て
こ
れ
を
描
く
に
當
り
山
水
其
れ
の
み
に
は
飽
き
足
ら

ず
常
に
奇
抜
な
る
意
匠
を
設
け
て
人
を
驚
か
せ
り
」
と
評
し
た
の
も
、
正

鵠
を
得
て
い
る
。

　

確
か
に
北
斎
の
『
富
嶽
百
景
』
は
、
富
士
を
後
方
に
描
き
、
そ
の
前
面

に
は
人
物
や
動
物
、
器
物
な
ど
を
奇
抜
に
描
い
て
い
る
。
全
百
二
図
の
う

ち
、
前
面
に
事
物
が
な
い
富
士
の
純
名
所
絵
的
な
図
を
描
い
た
の
は
、
初

編
の
「
快
晴
の
不
二
」・「
山
亦
山
」、
三
編
の
「
武
蔵
野
の
不
二
」・「
大

尾
一
筆
の
不
二
」
の
四
図
ぐ
ら
い
で
あ
る
。
ま
た
、「
冨
嶽
三
十
六
景
」

に
つ
い
て
も
、
全
四
十
六
図
中
、「
山
下
白
雨
」・「
凱
風
快
晴
」
の
二
図

ぐ
ら
い
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
趣
向
に
つ
い
て
、
広
重
は
『
富
士
見
百
図
』

の
序
に
お
い
て
以
下
の
よ
う
に
評
す
る
。

葛
飾
卍
翁
先
に
富
嶽
百
景
と
題
し
て
一
本
を
顕
す
。
こ
は
翁
が
例
の

筆
才
に
て
草
木
鳥
獣
器
財
の
た
く
ひ
或
は
人
物
都
鄙
の
風
俗
筆
力
を

尽
し
、
繪
組
の
お
も
し
ろ
き
を
専
ら
と
し
、
不
二
は
其
あ
し
ら
ひ
に

い
た
る
も
多
し
。（
句
読
点
は
引
用
者
）

（
10
）（

11
）
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こ
こ
で
は
、
北
斎
の
非
凡
な
る
筆
才
を
評
価
す
る
一
方
、
富
士
の
取
り

扱
い
に
つ
い
て
は
、
構
図
の
中
で
、
あ
し
ら
い
程
度
の
扱
い
で
あ
る
と
批

判
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
批
評
の
上
で
、
広
重
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

此
図
は
夫
と
異
に
し
て
予
が
ま
の
あ
た
り
に
眺
望
せ
し
を
其
儘
に
う

つ
し
置
た
る
艸
稿
を
清
書
せ
し
の
み
。
小
冊
紙
中
も
せ
は
け
れ
ば
、

極
密
に
は
写
し
か
た
く
略
せ
し
処
も
亦
多
け
れ
ど
、
図
取
は
全
く
寫

真
の
風
景
に
て
遠
足
障
な
き
人
た
ち
一
時
の
興
に
備
ふ
る
の
み
。
筆

の
拙
な
き
は
ゆ
る
し
給
へ
。（
句
読
点
・
傍
線
は
引
用
者
）

　

こ
こ
で
は
、
広
重
の
風
景
画
に
対
す
る
認
識
が
窺
え
る
。
風
景
画
と
い

う
も
の
は
あ
く
ま
で
も
、
自
分
が
目
の
当
た
り
に
し
た
景
色
を
そ
の
ま
ま

写
し
取
っ
た
も
の
で
、
そ
の
構
図
は
完
全
に
自
分
が
写
生
し
た
も
の
を
用

い
る
。『
富
士
見
百
図
』
は
広
重
没
後
に
刊
行
さ
れ
、
初
編
の
み
の
刊
行

に
終
わ
っ
て
い
る
が
、
初
編
二
十
図
の
ほ
と
ん
ど
が
、
見
た
ま
ま
の
富
士

を
描
い
た
写
実
的
な
風
景
画
で
あ
る
。
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
広
重
の

風
景
画
観
と
太
宰
の
『
富
嶽
百
景
』
の
「
私
」
の
「
単
一
表
現
」
の
内
容

を
見
比
べ
て
み
る
。

素
朴
な
、
自
然
の
も
の
、
従
つ
て
簡
潔
な
鮮
明
な
も
の
、
そ
い
つ
を

さ
つ
と
一
挙
動
で
摑
へ
て
、
そ
の
ま
ま
に
紙
に
う
つ
し
と
る
こ
と

�

（
傍
線
は
引
用
者
）

　

傍
線
を
見
比
べ
る
と
、
表
現
こ
そ
多
少
異
な
る
が
、
主
張
し
て
い
る
こ

と
は
ほ
ぼ
一
致
す
る
。
自
分
が
目
の
当
た
り
に
し
た
自
然
に
対
し
て
、
そ

れ
を
そ
の
ま
ま
作
品
に
写
し
取
る
と
い
う
こ
と
だ
。

　
「
私
」
は
「
私
の
世
界
観
、
芸
術
と
い
ふ
も
の
、
あ
す
の
文
学
と
い
ふ

も
の
、
謂
は
ば
、
新
し
さ
と
い
ふ
も
の
」
に
つ
い
て
「
愚
図
愚
図
、
思
い

悩
み
、
誇
張
で
は
な
し
に
、
身
悶
え
し
て
」
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
ら
の
答

え
が
、「
単
一
表
現
」
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
に
は
無
い
と
述
べ
て
い
る
。

そ
の
一
方
で
、「
単
一
表
現
」
で
眼
前
の
富
士
を
捉
え
る
こ
と
に
関
し
、

「
や
は
り
ど
こ
か
こ
の
富
士
の
、
あ
ま
り
に
も
棒
状
の
素
朴
に
は
閉
口
し

て
居
る
と
こ
ろ
も
あ
り
、
こ
れ
が
い
い
な
ら
、
ほ
て
い
さ
ま
の
置
物
だ
つ

て
い
い
筈
だ
、
ほ
て
い
さ
ま
の
置
物
は
、
ど
う
に
も
我
慢
で
き
な
い
、
あ

ん
な
も
の
、
と
て
も
、
い
い
表
現
と
は
思
へ
な
い
、
こ
の
富
士
の
姿
も
、

や
は
り
ど
こ
か
間
違
つ
て
ゐ
る
」
と
考
え
、
再
び
思
い
悩
ん
で
い
る
。

　
「
単
一
表
現
」
が
唯
一
の
答
え
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
る
一
方
で
、
そ

れ
を
積
極
的
に
行
動
に
移
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
う
し
た
葛
藤
の
前
後

に
見
ら
れ
る
の
が
、
富
士
を
事
物
と
の
取
り
合
わ
せ
で
捉
え
る
北
斎
の
趣

向
で
あ
っ
た
。「
月
見
草
」
や
「
乞
食
の
狼
狽
」
や
「
花
嫁
」。
こ
の
趣
向

は
、
北
斎
の
「
冨
嶽
三
十
六
景
」
や
『
富
嶽
百
景
』
の
趣
向
と
同
じ
で
あ

り
、
写
真
論
の
観
点
か
ら
の
研
究
で
は
こ
う
し
た
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。

た
だ
、
取
り
合
わ
せ
で
富
士
を
捉
え
る
こ
と
は
、「
私
」
の
文
学
観
で
あ

る
「
単
一
表
現
」
と
は
大
き
く
か
け
離
れ
た
も
の
で
あ
り
、思
い
悩
む
「
私

の
世
界
観
、
芸
術
と
い
ふ
も
の
、
あ
す
の
文
学
と
い
ふ
も
の
」
の
解
決
に

は
な
ら
な
い
。

　

こ
う
し
た
葛
藤
の
上
で
、
最
終
的
に
「
私
」
が
「
単
一
表
現
」
を
実
行

に
移
す
場
面
が
あ
る
。
そ
れ
が
、「
若
い
智
的
の
娘
さ
ん
」
二
人
を
写
真

で
撮
影
す
る
場
面
で
あ
る
。「
私
」
が
カ
メ
ラ
の
レ
ン
ズ
を
の
ぞ
く
と
、

「
ま
ん
な
か
に
大
き
い
富
士
、
そ
の
下
に
小
さ
い
罌
粟
の
花
ふ
た
つ
」
が

見
え
る
。「
ど
う
に
も
狙
ひ
が
つ
け
に
く
く
、
私
は
、
ふ
た
り
の
姿
を
レ

ン
ズ
か
ら
追
放
し
て
、
た
だ
富
士
山
だ
け
を
、
レ
ン
ズ
一
ぱ
い
に
キ
ヤ
ツ

チ
し
て
、
富
士
山
、
さ
や
う
な
ら
、
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
」
と
、
富
士

に
感
謝
を
し
、
撮
影
す
る
。
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こ
の
場
面
で
は
当
初
、
富
士
を
罌
粟
の
花
と
の
取
り
合
わ
せ
で
捉
え
よ

う
と
す
る
が
、
そ
れ
で
は
「
素
朴
な
、
自
然
の
も
の
、
従
つ
て
簡
潔
な
鮮

明
な
も
の
、
そ
い
つ
を
さ
つ
と
一
挙
動
で
摑
へ
て
、
そ
の
ま
ま
に
紙
に
う

つ
し
と
る
」「
単
一
表
現
」
の
実
践
に
は
な
ら
な
い
と
感
じ
、
結
果
と
し
て
、

富
士
だ
け
を
レ
ン
ズ
に
捉
え
、
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
切
る
。
こ
れ
は
富
士
を
「
罌

粟
の
花
」
と
い
う
事
物
と
の
取
り
合
わ
せ
で
捉
え
る
、
ま
た
富
士
を
「
若

い
智
的
の
娘
さ
ん
」
二
人
の
あ
し
ら
い
と
し
て
捉
え
る
北
斎
の
趣
向
と
の

決
別
で
あ
り
、
富
士
単
体
を
自
分
が
目
の
当
た
り
に
眺
望
し
た
自
然
と
し

て
、
そ
の
ま
ま
に
捉
え
る
広
重
の
趣
向
を
実
践
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
え

る
。「
若
い
智
的
の
娘
さ
ん
」
二
人
を
レ
ン
ズ
か
ら
追
放
す
る
と
い
う
行

為
は
こ
れ
ま
で
言
わ
れ
て
き
た
意
地
悪
や
ユ
ー
モ
ア
で
は
な
く
、
広
重
の

風
景
画
観
に
通
じ
る
単
一
表
現
の
実
践
で
あ
っ
た
。
太
宰
の『
富
嶽
百
景
』

を
北
斎
と
広
重
の
風
景
画
観
に
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
以
上
の
よ
う
に
解
釈

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

お
わ
り
に

　

北
斎
と
広
重
の
画
風
の
違
い
に
つ
い
て
は
太
宰
の
『
富
嶽
百
景
』
以
前

に
多
く
の
言
及
が
あ
る
。

　

永
井
荷
風
は
「
浮
世
繪
の
山
水
畫
と
江
戸
名
所
」
に
お
い
て
以
下
の
よ

う
に
評
す
る
。

北
齋
は
描
く
に
先
立
ち
て
深
く
意
識
し
、
多
く
期
待
し
、
常
に
苦
心

し
て
、
何
等
か
新
意
匠
新
工
夫
を
な
さ
ず
ん
ば
止
ま
ざ
る
畫
家
な
る

べ
し
。
然
る
に
廣
重
は
更
に
意
を
用
ふ
る
な
く
唯
見
る
が
ま
ゝ
興
の

動
く
が
ま
ゝ
に
筆
を
執
る
に
似
た
り
。

　

ま
た
、
内
田
實
は
『
廣
重
』（
一
九
三
二
）
に
お
い
て
北
斎
と
広
重
の

画
風
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
評
す
る
。

△
北
齋
は
想
像
の
力
に
よ
つ
て
描
い
た
。
廣
重
は
見
て
ゐ
る
も
の
ゝ

外
は
巧
み
に
畫
け
な
か
つ
た
。
此
點
で
も
、
廣
重
は
北
齋
よ
り
單

調
で
あ
る
と
云
へ
る
が
、
然
し
眞
實
で
あ
る
。

△
北
齋
の
畫
に
は
、
北
齋
が
は
び
こ
つ
て
ゐ
て
、
自
然
が
跼
蹐
し
て

ゐ
る
。
廣
重
の
畫
に
は
、
自
然
が
あ
つ
て
廣
重
が
無
い
。

△
之
を
要
す
る
に
、
北
齋
の
描
い
た
自
然
は
、
人
爲
の
自
然
で
あ
る
。

廣
重
の
自
然
は
、
自
然
そ
の
も
の
で
あ
る
。

　

小
島
烏
水
も
『
浮
世
絵
と
風
景
画
』
に
お
い
て
、
北
斎
と
広
重
が
描
い

た
飛
騨
の
渓
谷
を
比
較
し
、「
空
想
と
深
秘
を
狙
ふ
作
家
と
、
現
實
を
平

面
に
見
て
行
こ
う
と
す
る
作
家
と
、
こ
の
二
人
の
風
景
畫
の
出
立
點
が
、

こ
の
岩
の
上
で
も
覗
は
れ
る
」
と
評
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
北
斎
と
広
重
の
画
風
の
違
い
は
、
当
時
の
知
識
人
の
共
通

認
識
で
あ
っ
た
と
言
え
、
日
本
、
西
洋
の
絵
画
を
受
容
し
、
作
品
を
構
築

し
た
太
宰
に
つ
い
て
も
こ
の
よ
う
な
認
識
が
あ
っ
た
と
捉
え
て
も
遜
色
な

い
。

　
『
富
嶽
百
景
』
の
「
私
」
は
思
い
を
新
た
に
す
る
覚
悟
で
、「
九
月
、
十

月
、
十
一
月
の
十
五
日
ま
で
、
御
坂
の
茶
屋
の
二
階
で
、
少
し
づ
つ
、
少

し
づ
つ
、
仕
事
を
す
す
め
、
あ
ま
り
好
か
な
い
こ
の
「
富
士
三
景
の
一
つ
」

と
、
へ
た
ば
る
ほ
ど
対
談
し
た
」
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
導
き
出
し
た
も

の
は
自
分
が
目
の
当
た
り
に
し
た
自
然
を
そ
の
ま
ま
に
捉
え
、
そ
れ
を
作

品
に
写
し
取
る
広
重
の
風
景
画
観
に
通
じ
る
文
学
観
で
あ
っ
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

（
12
）
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太宰治『富嶽百景』小論

注（
１
）　
『
歌
論
集
』（『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
八
七
巻
、
小
学
館
、
二
〇
〇

二
年
）

（
２
）　
『
太
宰
治
全
集
』
二
巻
（
筑
摩
書
房
、
一
九
八
九
年
）

（
３
）　

三
谷
憲
正
「「
富
嶽
百
景
」
論―

太
宰
治
の
〈
距
離
の
と
り
方
〉」（『
人

文
学
論
集
』
二
二
号
、
一
九
八
八
年
）

（
４
）　
『
小
島
烏
水
全
集
』
五
巻
（
大
修
館
書
店
、
一
九
八
〇
年
）

（
５
）　

若
松
伸
哉
氏
は
、「
再
生
の
季
節―

太
宰
治
「
富
嶽
百
景
」
と
表
現
主
体

の
再
生
」（『
日
本
近
代
文
学
』
八
四
集
、
二
〇
一
一
年
）
に
お
い
て
、

石
川
淳
の
『
マ
ル
ス
の
歌
』（
一
九
三
八
）
と
比
較
し
、
両
小
説
に
見
ら

れ
る
富
士
へ
の
批
判
は
、
軍
国
主
義
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
高
揚
と
日

本
的
な
る
も
の
の
検
討
が
行
わ
れ
た
社
会
状
況
下
で
、
公
開
さ
れ
た
日

独
合
作
映
画
「
新
し
き
土
」（
一
九
三
七
）
の
中
で
描
か
れ
る
富
士
に
対

す
る
嫌
悪
の
表
れ
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
６
）　

青
木
京
子
「
研
究
ノ
ー
ト　

太
宰
治
と
絵
画
」（『
京
都
語
文
』
七
号
、

二
〇
〇
一
年
）

（
７
）　
『
太
宰
治
全
集
』
一
一
巻
（
筑
摩
書
房
、
一
九
九
九
年
）

（
８
）　
『
小
島
烏
水
全
集
』
一
三
巻
（
大
修
館
書
店
、
一
九
八
一
年
）

（
９
）　
『
荷
風
全
集
』
十
四
巻
（
岩
波
書
店
、
一
九
七
二
年
）

（
10
）　

村
瀬
学
「
写
真
論
と
し
て
の
「
富
嶽
百
景
」」（『
太
宰
治
』、
河
出
書
房

新
社
、
一
九
九
〇
年
）
や
好
川
佐
苗
「「
富
嶽
百
景
」
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム―

写
真
的
感
性
を
め
ぐ
っ
て―

」（『
日
本
文
学
』
五
六
巻
一
〇
号
、
二
〇

〇
七
年
）
が
あ
る
。

（
11
）　
「
信
州
大
学
附
属
図
書
館　

近
世
日
本
山
岳
関
係
デ
ー
タ
ベ
ー
ス　

富
士
見

百
図
」http://w

w
w
-m

oaej.shinshu-u.ac.jp/view
/?id=0025361981

（
最
終
閲
覧
日　

二
〇
一
八
年
二
月
二
三
日
）

（
12
）　
『
廣
重
』（
岩
波
書
店
、
復
刊
版
、
一
九
七
八
年
）

�

（
お
か
ざ
き　

こ
う
き
・
駒
込
高
等
学
校
非
常
勤
講
師
）


