
は
じ
め
に

野
に
ね
む
り

野
に
ゆ
め
を
え
て

野
に
手
と
足
を
伸
ば
せ
り
。

手
の
う
え
に
犬
は
過
ぎ

星
は
ち
り
ば
み

つ
ゆ
は
氷
れ
り
。 

室
生
犀
星
は
伊
藤
信
吉
が
「
避
戦
の
作
家
」
と
呼
ん
だ
よ
う
に
、
一
九
四
〇

年
代
、
戦
争
に
距
離
を
取
り
続
け
た
小
説
家
で
あ
る 

。
犀
星
の
ア
ジ
ア
太
平

洋
戦
争
下
の
作
品
は
、「
甚
吉
も
の
」
と
呼
ば
れ
る
庭
を
主
題
に
し
た
幽
遠
・

枯
淡
の
趣
を
も
つ
随
筆
風
の
小
説
、あ
る
い
は
、古
典
に
材
を
と
っ
た「
王
朝
物
」

が
主
と
な
り
、
実
際
散
文
に
お
い
て
は
、
戦
争
を
描
い
た
も
の
は
少
な
い
。「
詩

を
い
じ
め
て
」、「
小
説
を
守
っ
た
」 

と
評
さ
れ
る
よ
う
、
そ
の
、
現
行
の
戦
争

に
応
じ
て
い
な
い
散
文
の
主
題
の
取
り
方
は
、
犀
星
の
非
常
に
意
志
的
な
姿
勢

で
あ
る
。

犀
星
の
こ
の
姿
勢
を
、「
反
戦
」
で
は
な
く
、「
避
戦
」
と
評
す
る
の
は
正
鵠

を
射
た
言
葉
で
は
あ
る
。
犀
星
は
自
ら
戦
争
へ
の
批
判
を
直
接
的
に
表
明
す
る

こ
と
は
無
か
っ
た
が
、「
甚
吉
も
の
」、「
王
朝
物
」
と
い
う
、
戦
争
と
は
無
縁

の
舞
台
の
作
品
の
な
か
で
、
王
朝
の
人
間
、
そ
し
て
虫
や
草
木
の
「
い
の
ち
」

を
見
出
す
こ
と
に
非
常
な
力
を
そ
そ
ぎ
、
鋭
く
「
い
の
ち
」
を
守
る
人
間
の
姿

を
く
り
返
し
描
い
て
い
る
。
戦
争
に
よ
っ
て
あ
ま
り
に
も
次
々
命
が
奪
わ
れ
て

い
く
状
況
に
対
す
る
、
犀
星
の
応
答
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い 

。

だ
が
こ
の
戦
時
下
の
作
品
へ
の
評
価
は
、
と
も
す
れ
ば
犀
星
の
文
学
的
営
為

を
非
常
に
消
極
的
に
捉
え
て
し
ま
う
可
能
性
を
は
ら
ん
で
い
る
。
す
な
わ
ち
、

現
在
の
戦
争
で
死
ぬ
人
間
の
代
わ
り
に
、
王
朝
人
や
虫
た
ち
の
「
い
の
ち
」
を

★
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★
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★
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★
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描
い
た
の
だ
、
と
。
代
わ
り
に

0

0

0

0—

そ
れ
は
本
来
書
く
べ
き
も
の
を
書
か
ず
、

別
な
主
題
に
ひ
そ
ま
せ
た
、
と
い
う
理
解
に
他
な
ら
な
い 

。

「
避
戦
」と
い
う
姿
勢
に
価
値
が
あ
る
の
は
、そ
の
姿
勢
が
や
は
り「
反
戦
」—

戦
争
批
判
を
内
包
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。「
反
戦
」
の
意
志
を
も
っ
て
戦
争

を
避
け
る
と
は
、
戦
争
か
ら
逃
避
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
書
け
な
い
戦
争
の
代

わ
り
に
、
別
の
も
の
を
書
く
こ
と
で
は
な
い
。
戦
争
で
は
な
い
対
象
で
あ
り
な

が
ら
、
最
大
の
戦
争
批
判
の
力
を
持
っ
て
い
る
も
の
を
書
く
こ
と
こ
そ
が
、
本

来
の
「
避
戦
」
の
姿
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
犀
星
の
戦
時
下
の
作
品
に
戦

争
へ
の
批
判
力
を
認
め
る
際
、
当
時
の
人
間
の
代
わ
り
に
、
と
い
う
観
点
は
一

度
退
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
庭
の
虫
や
草
木
や
、か
つ
て
の
王
朝
人
の
生
は
、

何
か
の
代
わ
り
で
は
な
く
、
そ
の
ま
ま
の
あ
り
よ
う
で
、
如
何
な
る
戦
争
へ
の

批
判
力
を
そ
な
え
て
い
た
の
か
、
と
い
う
視
座
が
必
要
で
は
な
い
か
。

犀
星
は
、
学
問
的
な
教
養
の
無
さ
か
ら
、
当
時
の
「
思
想
」
や
「
哲
学
」、

あ
る
い
は
「
知
性
」
を
退
け
て
い
た
と
、
同
時
代
か
ら
了
解
さ
れ
て
い
る
。
実

際
他
の
文
学
者
と
違
い
、
犀
星
を
近
代
日
本
の
思
想
史
に
組
み
込
む
こ
と
は
困

難
を
伴
う 

。
だ
が
一
方
で
、萩
原
朔
太
郎
や
芥
川
龍
之
介
と
い
っ
た
、高
い「
思

想
」的
教
養
を
そ
な
え
た
多
く
の
文
学
者
か
ら
敬
意
を
払
わ
れ
て
い
た
よ
う
に
、

犀
星
が
独
自
の
表
現
方
法
で
、
高
い
哲
学
性
を
発
揮
し
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な

い
。
そ
の
意
味
で
は
、
あ
え
て
理
論
的
な
視
座
か
ら
、
同
時
代
の
主
流
「
哲
学
」

と
犀
星
の
文
学
的
主
張
を
比
較
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
犀
星

の
戦
時
下
の
作
品
の
主
題
、
作
品
世
界
の
持
つ
意
味
は
、
そ
う
し
た
比
較
か
ら

さ
ら
に
明
ら
か
に
な
る
余
地
を
十
分
に
残
し
て
い
る
。

戦
争
の
肯
定
へ
と
進
ん
だ
同
時
代
の
哲
学
者
、
文
学
者
の
思
想
と
、
犀
星
の

思
想
は
、
理
論
的
に
如
何
な
る
差
異
が
あ
っ
た
の
か
、
本
稿
で
は
こ
の
非
常
に

大
き
な
問
題
へ
の
端
緒
と
し
て
、犀
星
の
小
説
、「
虫
寺
抄
」
に
目
を
注
ぎ
た
い
。

一　

「
虫
寺
抄
」
と
野

「
虫
寺
抄
」
は
、「
幼
年
時
代
」
な
ど
初
期
の
抒
情
的
世
界
か
ら
小
説
を
書
き

始
め
た
犀
星
が
、
昭
和
に
入
り
、「
あ
に
い
も
う
と
」
な
ど
の
激
し
い
「
市
井

鬼
も
の
」
を
経
て
、幽
遠
な
境
地
に
入
っ
た
時
代
の
作
品
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

「
甚
吉
も
の
」
と
呼
ば
れ
る
、
庭
を
造
る
「
彼
」—

甚
吉
の
生
を
軸
に
、
庭

を
め
ぐ
る
ひ
そ
や
か
な
逸
話
が
展
開
さ
れ
る
、一
連
の
小
説
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

夏
の
終
わ
り
、
螽き

り
ぎ
り
す斯を

買
い
逃
し
た
「
彼
」
が
、
あ
る
小
路
で
鳴
く
螽
斯
の

声
を
聞
い
て
、
折
々
そ
の
小
路
へ
足
を
運
ぶ
。
盗
む
こ
と
も
考
え
る
が
、
思
い

切
っ
て
籠
に
手
を
か
け
そ
の
虫
の
姿
を
見
る
と
、「
彼
」
は
満
足
す
る
。
そ
う

し
て
「
彼
」
は
秋
の
初
め
、
庭
先
で
一
匹
の
轡
虫
を
つ
か
ま
え
、
冬
の
初
め
ま

で
轡
虫
が
ゆ
っ
く
り
と
生
を
終
え
て
い
く
さ
ま
を
ひ
た
す
ら
に
描
き
続
け
る
。

轡
虫
が
野
に
帰
っ
た
の
ち
、「
彼
」
は
、
取
り
巻
く
冬
の
野
の
中
で
、
絶
え
ゆ

く
様
々
な
虫
の
命
を
探
し
、
や
が
て
冬
の
深
ま
り
の
中
で
、
書
斎
で
次
な
る
作

品
の
筆
を
執
る
、
こ
の
小
説
は
そ
う
し
た
流
れ
を
な
す
。

「
虫
寺
抄
」
は
、
虫
の
物
語
で
あ
る
が
、
先
に
挙
げ
た
詩
に
よ
く
あ
ら
わ
れ
て

い
る
よ
う
に
、
む
し
ろ
主
題
は
「
野
」
と
い
う
世
界
に
あ
る
。

軽
井
沢
で
は
九
月
終
は
東
京
と
は
ち
が
い
、
虫
の
命
を
と
ら
ず
に
い
な

い
厳
し
い
寒
気
が
、
夜
半
に
な
る
と
野
の
い
た
い
け
な
命
ど
も
を
奪
っ

★
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て
行
っ
た
。
甚
吉
は
そ
ん
な
叢
の
奥
ふ
か
く
に
毎
年
あ
え
な
く
な
る
命

を
お
も
う
と
、
野
の
殺
掠
は
か
く
て
も
尽
き
ず
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
心

に
と
ど
め
た
。
そ
ん
な
野
の
生
き
も
の
の
命
を
思
う
こ
と
は
野
と
い
う

も
の
に
、
直
接
手
さ
き
で
触
れ
る
よ
う
な
微
妙
な
気
持
に
な
る
か
ら
で

あ
る
。

犀
星
に
と
っ
て
、
虫
の
命
を
思
う
こ
と
、
虫
を
書
く
と
い
う
こ
と
は
、「
野
」

に
直
接
触
れ
る
、
す
な
わ
ち
「
野
」
を
捉
え
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

こ
の
「
野
」
と
い
う
世
界
は
、
犀
星
の
生
涯
の
作
品
を
通
じ
て
く
り
返
し
あ

ら
わ
れ
る
主
題
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
犀
星
文
学
の
本
質
に
深
く
関
わ
る
も
の
と

言
え
る
。 

「
虫
寺
抄
」
は
と
り
わ
け
「
野
」
が
前
景
化
し
て
描
か
れ
、
か
の
「
野
」
の
概

念
を
よ
く
伝
え
る
も
の
で
あ
る
。

我
、
い
つ
の
日
に
こ
こ
に
過
し
し
か
分
ら
ず

い
つ
の
日
も
ど
ら
ん
こ
と
を
な
し
え
ず
、

野
に
餓
人
の
ご
と
く
ね
む
れ
り
、

野
に
虎
の
ご
と
く
ね
む
れ
り
、

犀
星
の
言
う
「
野
」
は
、我
々
が
一
義
的
に
想
起
す
る
、身
近
な
自
然
、と
い
っ

た
も
の
で
は
な
い
。
少
な
か
ら
ず
異
様
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
野
」
に
ひ
そ

む
異
様
さ
は
、
豊
饒
で
あ
る
が
ゆ
え
、
様
々
な
角
度
か
ら
問
う
こ
と
が
で
き
る

だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
犀
星
の
「
野
」
が
は
ら
む
可
能
性
の
う
ち
、
こ
の
場
で
考

え
て
み
た
い
の
は
、
時
間
性
の
問
題
で
あ
る
。

「
虫
寺
抄
」を
流
れ
る
時
間
の
感
覚
は
、ひ
と
き
わ
異
様
で
あ
る
。
そ
れ
は「
野
」

の
持
つ
時
間
の
異
様
さ
な
の
で
あ
る
が
、
実
は
そ
の
異
様
さ
に
こ
そ
、
犀
星
の

「
避
戦
」
の
哲
学
が
よ
く
宿
っ
て
い
る
。

二　

野
の
時
間

序
章
で
あ
る
、「
一
、
虫
籠
」
に
お
い
て
は
、
小
路
で
の
螽
斯
と
出
会
い
が

語
ら
れ
る
。
他
家
に
飼
わ
れ
て
い
る
螽
斯
が
良
い
声
を
持
っ
て
い
る
の
を
聞
い

て
、
買
い
逃
し
た
「
彼
」
は
、
盗
も
う
か
否
か
悩
み
、
何
度
も
足
を
運
ん
で
し

ま
う
。
最
初
の
出
会
い
か
ら
、
三
日
経
っ
た
日
、
そ
こ
か
ら
五
日
の
の
ち
、
さ

ら
に
一
週
間
の
ち
の
夜
と
、
彼
が
螽
斯
に
会
い
に
行
く
日
だ
け
が
語
ら
れ
る
。

最
後
に
、
籠
に
手
を
か
け
、
中
を
覗
き
姿
を
見
て
、
彼
は
満
足
す
る
。

彼
は
こ
の
小
路
を
訪
ね
る
ご
と
に
一
種
の
憂
鬱
さ
を
ず
っ
と
感
じ
て
い

た
も
の
だ
が
、
今
夜
は
螽
斯
の
籠
の
中
ま
で
覗
き
込
ん
だ
親
し
さ
か
ら
、

す
っ
か
り
好
い
気
持
に
な
り
嘗
て
な
く
晴
れ
ば
れ
し
い
足
ど
り
で
新
橋

の
階
段
を
登
っ
て
行
っ
た
。
人
間
は
物
を
ほ
し
が
っ
た
瞬
間
か
ら
そ
れ

を
手
に
入
れ
る
ま
で
実
に
永
い
時
間
を
要
す
る
も
の
ら
し
か
っ
た
。

「
彼
」
は
恐
ら
く
、
一
九
四
一
年
の
秋
に
生
き
て
い
る
。
だ
が
こ
こ
で
描
か
れ

る
時
間
は
、た
だ
螽
斯
と
の
出
会
い
に
伴
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
時
間
だ
け
で
あ
る
。

「
彼
」
が
感
じ
る
「
永
い
時
間
」
と
い
う
の
も
、
一
週
間
、
二
週
間
と
い
っ
た
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あ
る
種
の
均
質
な
時
間
の
尺
度
で
は
な
い
。螽
斯
と
の
時
間
が
す
べ
て
で
あ
る
。

こ
の
序
章
に
お
い
て
は
、
螽
斯
と
の
物
語
を
際
立
た
せ
る
た
め
、
余
計
な
も
の

を
落
と
し
た
、と
い
う
評
価
は
可
能
で
あ
る
。
だ
が
、「
二
、轡
虫
」
に
な
る
と
、

虫
と
の
時
間
は
、
さ
ら
に
強
く
あ
ら
わ
れ
る
。

庭
に
つ
づ
く
寺
の
墓
畔
で
、「
彼
」
は
轡
虫
を
と
ら
え
る
。

「
お
前
は
籠
を
持
っ
て
こ
い
、
お
前
は
梨
の
皮
を
剥
け
。」

息
子
と
娘
に
そ
う
命
じ
る
と
彼
は
自
家
に
も
ど
り
、
轡
虫
を
籠
の
中

に
お
さ
め
た
。
大
き
な
翼
の
あ
る
こ
の
野
の
虫
を
見
た
の
は
、
十
九
年

前
の
金
沢
の
庭
だ
っ
た
。
夕
方
、
庭
の
中
で
そ
れ
を
つ
か
ま
え
た
時
に
、

茶
の
間
に
母
親
に
抱
か
れ
て
い
た
赤
ん
坊
が
一
人
い
た
が
、
そ
の
赤
ん

坊
は
も
う
十
九
歳
に
な
り
、
懐
中
電
灯
の
片
方
を
照
ら
し
た
女
学
生
で

あ
っ
た
。

そ
う
し
て「
彼
」は
、「
一
体
、十
九
年
の
間
何
を
お
れ
は
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
、

何
を
そ
ん
な
に
書
く
こ
と
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
」—

と
思
い
を
遙
か
に
す
る
。

轡
虫
を
と
ら
え
た
、
と
い
う
一
点
で
、
十
九
年
と
い
う
時
間
が
一
挙
に
つ
な
が

り
を
見
せ
て
し
ま
う
よ
う
に
、
彼
の
人
生
的
時
間
を
も
、
虫
と
接
触
し
た
と
い

う
出
来
事
に
よ
っ
て
描
か
れ
る
。

轡
虫
を
飼
い
、
毎
晩
毎
晩
そ
の
音
を
聞
き
な
が
ら
、
彼
は
思
う
。

防
空
演
習
で
一
灯
の
明
り
も
見
え
な
か
っ
た
が
、
獅
子
は
温
か
い
の
で

声
一
杯
に
鳴
き
、
往
来
も
く
ら
く
家
も
く
ら
い
の
で
、
一
層
際
立
っ
て

聞
え
た
。
十
月
二
十
三
日
ま
で
こ
の
虫
の
音
の
起
る
家
は
、
甚
吉
の
家

だ
け
で
あ
ろ
う
と
思
う
た
が
、
誰
一
人
と
し
て
こ
ん
な
轡
虫
の
こ
と
を

聞
い
て
く
れ
る
人
も
な
く
、
往
来
を
ゆ
く
人
で
足
を
と
ど
め
て
季
節
外

れ
の
野
の
音
楽
に
聞
き
入
る
人
も
な
か
っ
た
。
そ
ん
な
冗
ら
な
い
こ
と

に
人
び
と
は
心
を
と
ど
め
て
い
な
い
の
だ
。

「
彼
」
の
周
囲
は
戦
争
が
進
行
し
て
い
る
。
だ
が
、
轡
虫
は
変
わ
ら
ぬ
秋
の
虫

と
し
て
鳴
き
続
け
る
。
犀
星
は
日
付
を
書
い
て
い
る
が
、
十
月
二
十
三
日
と
い

う
日
付
は
、
毎
年
変
わ
ら
ぬ
、
冷
え
込
ん
で
い
く
季
節
の
記
し
と
な
っ
て
い
る
。

冬
に
な
れ
ば
命
を
奪
わ
れ
る
、
虫
に
と
っ
て
の
大
切
な
一
日
一
日
の
時
間
の
流

れ
で
あ
る
。

「
三
、
わ
か
れ
」
で
は
、「
こ
の
轡
虫
が
何
時
ま
で
生
き
延
び
る
で
あ
ろ
う
と
、

そ
の
命
を
守
る
べ
き
勤
め
を
は
た
そ
う
と
心
に
決
め
た
」
と
、
弱
り
ゆ
く
轡
虫

を
見
守
り
、
そ
の
日
々
の
変
化
を
綴
り
始
め
る
。「
そ
の
命
は
何
時
の
日
に
召

さ
れ
る
か
は
分
ら
な
い
が
、
そ
の
日
ま
で
こ
の
日
記
は
続
け
ら
れ
る
筈
で
あ

る
。」轡

虫
の
死
ま
で
を
描
く
こ
の
章
は
、
非
常
な
力
が
か
け
ら
れ
る
。
一
、二
章

の
初
め
に
あ
っ
た
時
間
の
飛
躍
は
無
く
な
り
、
こ
の
章
で
は
急
激
に
ゆ
っ
く
り

と
し
た
進
行
に
転
じ
る
。

十
一
月
一
日
、
晴
、
轡
虫
は
こ
こ
二
日
間
ほ
ど
で
何
と
や
つ
れ
果
て

た
こ
と
で
あ
ろ
う
、
腹
は
ぐ
っ
と
し
ま
り
、
眼
は
鈍
く
、
も
う
つ
や
つ

や
し
た
胡
麻
の
よ
う
な
健
康
な
光
を
見
せ
な
く
な
っ
て
い
た
。
つ
か
ま
っ
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て
い
る
の
も
大
儀
そ
う
で
、
野
の
も
の
の
命
は
し
だ
い
に
消
え
去
ろ
う

と
し
つ
つ
あ
っ
た
。
羽
根
の
朽
葉
色
が
何
と
懐
か
し
い
野
に
還
る
も
の

の
良
き
装
束
と
、
自
然
の
色
の
さ
び
し
さ
を
現
わ
し
て
い
る
こ
と
か
、

打
て
ば
響
が
あ
る
よ
う
で
あ
っ
た
。

餌
は
全
然
摂
ら
な
い
ら
し
く
、
何
か
を
待
つ
た
め
に
彼
は
永
い
一
日

を
じ
っ
と
か
が
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
る
。
何
を
待
つ
か
は
御
自
身
は
知

ら
な
い
、
誰
も
そ
の
命
が
ど
う
し
て
保
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
も
知

ら
な
い
、
知
る
も
の
は
命
そ
れ
自
身
な
の
だ
。
生
き
て
い
る
妙
な
も
の

だ
け
が
そ
れ
の
消
え
る
時
を
知
っ
て
い
る
の
だ
。
ふ
し
ぎ
な
そ
の
妙
な

も
の
が
あ
り
あ
り
と
存
在
し
て
い
る
あ
い
だ
だ
け
、
彼
は
ま
だ
動
く
こ

と
を
停
め
な
い
の
で
あ
る
。

轡
虫
の
「
命
そ
れ
自
身
」
の
知
る
時
間
を
、「
彼
」
は
注
視
す
る
。

蔀
を
上
げ
る
よ
う
に
籠
の
戸
を
開
け
て
、
彼
の
命
の
消
え
か
か
る
前

方
を
明
る
く
し
て
や
っ
た
。
明
り
は
籠
の
な
か
に
充
ち
轡
虫
は
明
か
り

の
中
心
に
い
た
。
か
く
て
午
前
九
時
、
十
時
、
十
一
時
に
も
ま
だ
微
か

な
が
ら
命
は
あ
っ
た
。
僅
か
な
虫
の
終
焉
も
、
縷
々
と
し
て
続
く
も
の

ら
し
か
っ
た
。
足
の
さ
き
の
顫
え
る
よ
う
な
に
ぶ
い
動
き
に
も
、
身
を

さ
さ
え
て
い
る
あ
る
か
な
い
か
の
余
勢
に
も
ま
だ
野
に
還
る
時
が
来
な

い
ら
し
く
、
時
間
は
つ
い
に
十
二
時
に
な
っ
て
も
、
彼
の
死
は
や
っ
て

来
な
か
っ
た
。
鳥
な
ど
は
苦
悶
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
虫
も
息
の
絶
え

絶
え
に
な
っ
て
い
る
時
が
あ
る
い
は
苦
悶
の
時
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
、

併
し
虫
が
こ
ん
な
に
永
く
終
焉
の
時
を
つ
づ
け
る
も
の
だ
と
は
初
め
て

知
っ
た
。

こ
の
非
常
な
密
度
で
現
わ
れ
て
い
る
時
間
は
、
轡
虫
の
時
間
で
あ
る
。

一
九
四
一
年
の
十
一
月
の
あ
る
日
、
あ
る
時
刻
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ

の
流
れ
方
は
人
間
の
時
間
で
は
な
い
。
人
間
と
は
異
質
な
時
間
、
虫
の
時
間
、

野
の
時
間
で
あ
る
。
言
わ
ば
、
一
、二
章
の
飛
躍
も
、
三
章
の
密
度
も
、
実
は

同
じ
も
の
の
時
間
の
あ
ら
わ
れ
、
犀
星
と
虫
と
の
時
間
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

轡
虫
は
月
の
明
る
い
晩
、
つ
い
に
野
に
還
る
。「
今
ま
で
さ
ま
ざ
ま
の
物
語

を
書
い
て
い
た
も
の
の
、
こ
う
い
う
哀
れ
な
一
匹
の
轡
虫
に
身
を
打
ち
こ
ん
で

そ
の
死
の
日
ま
で
も
、
見
守
っ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
九
月
、
十
月
、
十
一
月

と
い
う
百
日
の
あ
い
だ
に
、
彼
は
根
気
よ
く
野
の
も
の
の
一
挙
手
に
す
ら
眼
を

は
な
さ
な
か
っ
た
。」
一
、二
、三
章
ま
で
の
流
れ
は
、
虫
と
の
出
会
い
か
ら
虫

と
呼
吸
を
合
わ
せ
る
ま
で
、
犀
星
が
「
野
の
も
の
」
と
時
間
を
合
わ
せ
て
い
く

過
程
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
虫
の
生
き
る
時
間
、「
野
の
時
間
」
を
克
明
に
と
ら
え
る
、
と
い
う
こ

と
は
、
如
何
な
る
意
味
を
持
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。
野
へ
の
注
視
は
、
戦
争
か
ら

離
れ
よ
う
と
す
る
文
学
的
営
為
と
つ
ね
づ
ね
評
価
さ
れ
て
き
た
。
時
折
「
防
空

演
習
」
や
虫
の
音
に
思
い
を
と
ど
め
ぬ
「
人
び
と
」
の
姿
勢
の
う
ち
に
、
戦
争

は
あ
ら
わ
れ
る
が
、
犀
星
は
そ
の
上
で
や
は
り
野
に
目
を
戻
す
。
犀
星
の
立
ち

位
置
は
人
間
の
中
に
孤
独
で
あ
る
。
だ
が
そ
の
こ
と
を
消
極
的
に
と
ら
え
る
必

要
は
な
い
。

★
8
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一
九
四
一
年
秋
か
ら
四
二
年
春
に
か
け
て
、「
虫
寺
抄
」
の
舞
台
と
な
る
背

景
は
、
他
な
ら
ぬ
太
平
洋
戦
争
が
起
こ
っ
て
い
る
。
長
い
戦
争
の
最
終
局
面
で

あ
る
こ
の
戦
争—

「
大
東
亜
戦
争
」
と
呼
ば
れ
た
戦
争
は
、
思
想
的
に
多
く

の
知
識
人
を
捉
え
、
文
学
者
は
そ
の
中
心
を
担
っ
た
。
京
都
学
派
に
よ
る
「
世

界
史
の
哲
学
」
の
座
談
会
が
行
わ
れ
、「
大
東
亜
戦
争
」
の
理
論
化
が
図
ら
れ

た
の
が
、
一
九
四
一
年
十
二
月
、
京
都
学
派
と
と
も
に
日
本
浪
曼
派
ら
が
参
集

し
た
「
近
代
の
超
克
」
座
談
会
が
昭
和
四
二
年
七
月
で
あ
る 

。
こ
れ
ら
戦
争

を
主
導
し
て
い
っ
た
哲
学
者
、
文
学
者
の
理
論
を
詳
細
に
論
じ
る
余
地
は
な
い

が
、
こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
点
は
、
彼
ら
の
理
論
が
強
力
に
「
歴
史
」
を

基
軸
に
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
世
界
史
の
哲
学
」
は
、西
欧
に
よ
り
一
元
化
さ
れ
た
近
代
的
世
界
を
脱
却
し
、

真
の
多
元
的
世
界
の
実
現
を
目
指
す
主
体
的
実
践
と
し
て
「
大
東
亜
戦
争
」
を

位
置
づ
け
る
。
近
代
の
下
、
一
元
化
さ
れ
て
き
た
各
国
家
の
歴
史
が
、
そ
れ
ぞ

れ
息
を
吹
き
返
し
、「
世
界
史
」
を
形
成
す
る
。「
大
東
亜
戦
争
」
は
、
近
代
の

終
焉
と
い
う
必
然
的
な
歴
史
的
段
階
に
応
じ
る
も
の
で
あ
る
、
と 
。

京
都
学
派
が
過
去
か
ら
未
来
へ
、
と
い
う
世
界
の
歴
史
段
階
、
歴
史
の
物
語

を
描
く
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
保
田
與
重
郎
ら
日
本
浪
曼
派
は
、
日
本
の

過
去
、
す
な
わ
ち
日
本
人
と
い
う
民
族
の
「
血
統
」
を
描
き
出
し
、
そ
の
歴
史

を
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
姿
勢
で
称
揚
し
た
。「
大
東
亜
戦
争
」
は
、「
あ
わ
れ
」—

近
代
的
世
界
に
傷
つ
い
た
日
本
の
歴
史
の
発
現
と
し
て
詩
的
に
歌
わ
れ
る 

。

こ
う
し
た
人
間
を
歴
史
的
主
体
と
し
、
過
去
か
ら
未
来
ま
で
を
見
通
す
歴
史

の
姿
を
描
き
出
す
京
都
学
派
や
日
本
浪
曼
派
の
主
張
は
、
当
時
の
知
的
状
況
に

応
え
た
高
度
な
理
論
で
あ
り
、
容
易
に
は
批
判
で
き
る
も
の
で
は
な
い 

。
し

か
し
な
が
ら
、
犀
星
の
「
虫
寺
抄
」
を
読
む
と
き
、
気
が
つ
く
こ
と
が
あ
る
。

歴
史
と
は
人
間
に
と
っ
て
、
絶
対
的
な
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、

歴
史
と
は
結
局
、
人
間
の
時
間
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
。

あ
た
か
も
「
世
界
史
」
と
い
う
「
歴
史
の
終
焉
」
に
向
か
っ
て
行
く
人
間
の

時
間
の
脇
で
、
轡
虫
は
、「
命
そ
れ
自
身
」
が
知
る
終
わ
り
の
時
間
に
向
か
っ

て
生
き
て
い
る
。
彼
ら
は
彼
ら
の
音
色
に
耳
を
す
ま
す
人
間
が
い
よ
う
と
、
い

な
か
ろ
う
と
、
た
だ
彼
ら
の
時
間
の
ま
ま
に
昔
も
今
も
鳴
く
。「
虫
寺
抄
」
は
、

エ
ピ
グ
ラ
フ
に
芭
蕉
の
句
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。

む
ざ
ん
や
な
甲
の
下
の
き
り
ぎ
り
す

平
家
物
語
と
い
う
、
人
間
の
歴
史
、
戦
争—

現
在
の
「
大
東
亜
戦
争
」
と

い
う
無
惨
な
戦
争
。
だ
が
人
間
の
悲
劇
の
傍
ら
で
、
野
の
も
の
は
変
わ
ら
ず
野

の
時
間
を
く
り
返
し
て
い
る
。
野
の
も
の
が
人
間
に
冷
厳
に
生
き
て
い
る
と
い

う
よ
り
、
野
の
も
の
が
、
人
間
を
覗
い
て
い
る
、
と
い
う
方
が
犀
星
の
理
解
で

は
的
確
か
も
し
れ
な
い
。

一
人
の
子
供
が
夕
方
お
そ
く
野
で
虫
と
遊
ん
で
い
て
、
家
に
か
え
る
こ

と
を
忘
れ
て
い
た
と
い
う
話
は
あ
る
が
、
そ
の
子
供
が
な
ぜ
家
を
忘
れ

て
い
た
か
と
い
う
こ
と
に
心
を
と
ど
め
て
考
え
て
や
る
べ
き
筈
で
あ
る
。

或
る
子
供
は
蜻
蛉
を
釣
り
に
行
き
そ
し
て
池
に
落
ち
て
死
ん
で
了
っ
た
。

話
は
た
っ
た
こ
れ
だ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
死
に
は
野
の
も
の
ら
も
悼
み
、

ま
た
子
供
自
身
も
野
の
美
し
さ
が
あ
ま
り
大
き
く
広
か
っ
た
こ
と
に
そ
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の
最
後
に
は
気
が
つ
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

虫
は
小
さ
な
も
の
で
あ
る
。
だ
が
そ
の
生
き
る
野
は
人
間
の
世
界
を
超
え
て

は
る
か
に
巨
大
で
あ
る
。
犀
星
は
人
間
の
世
界
が
、
全
く
異
質
な
世
界
に
つ
つ

ま
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。

人
間
の
世
界
に
引
き
比
べ
な
が
ら
、犀
星
は
自
ら
の
野
に
寄
せ
る
思
い
を「
莫

迦
々
々
し
い
と
も
い
え
る
考
え
」
と
言
う
。
だ
が
そ
こ
に
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
意
識

は
全
く
な
い
。

全
く
以
っ
て
莫
迦
々
々
し
い
限
り
で
あ
る
が
人
び
と
よ
、
こ
う
い
う
気

質
の
人
間
の
な
か
に
も
野
の
け
は
い
が
あ
り
、
草
と
木
と
風
が
そ
よ
ぎ
、

そ
し
て
虫
の
よ
う
な
幽
け
さ
が
棲
ん
で
い
る
こ
と
は
疑
わ
れ
な
い
、
現

に
か
れ
が
か
く
ま
で
の
執
着
を
も
っ
て
野
の
も
の
に
近
づ
い
て
い
る
と

い
う
こ
と
だ
け
で
も
、
こ
れ
は
賢
者
の
考
え
る
こ
と
で
は
な
く
、
特
に

え
ら
ば
れ
た
莫
迦
々
々
し
い
人
間
の
一
人
で
あ
る
と
い
え
る
よ
う
な
気

が
す
る
。

そ
こ
に
は
野
と
呼
応
で
き
る
自
身
へ
の
、
高
い
自
負
が
あ
る
。
そ
し
て
自
ら

の
「
な
か
」
に
野
が
あ
る
、
と
言
う
よ
う
、
犀
星
に
と
っ
て
は
、
野
は
外
部
の

世
界
で
は
な
い
。
こ
こ
に
お
い
て
犀
星
の
文
学
と
野
の
関
係
が
あ
き
ら
か
に

な
っ
て
く
る
。

三　

野
と
文
学

「
四
、
余
情
」
で
は
、
轡
虫
を
野
に
還
し
た
あ
と
の
日
々
が
綴
ら
れ
る
。
日
に

日
に
冬
に
向
か
う
野
の
中
で
彼
は
こ
お
ろ
ぎ
の
声
に
耳
を
そ
ば
だ
て
る
。

こ
と
に
そ
の
絶
え
が
ち
な
声
に
は
、
妙
に
言
葉
を
つ
づ
る
人
間
的
な
感

じ
が
あ
っ
て
、
よ
く
分
ら
な
い
が
甚
吉
で
な
け
れ
ば
聞
き
分
け
が
た
い

話
を
し
か
け
て
く
る
よ
う
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
甚
だ
短
い
単
語
か
ら
つ

づ
ら
れ
て
い
る
「
話
」
で
あ
っ
て
、そ
し
て
極
め
て
単
純
な
も
の
だ
っ
た
。

或
る
と
き
は
た
だ
単
に
寒
い
寒
い
お
お
寒
い
と
い
う
の
に
似
て
い
る
し
、

ま
た
或
る
と
き
は
い
い
天
気
い
い
天
気
と
て
も
い
い
天
気
と
い
う
よ
う

な
平
凡
な
言
葉
を
つ
づ
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
と
き
に
は
彼
の

頭
の
ぐ
あ
い
が
そ
う
聞
え
さ
せ
る
の
か
知
ら
な
い
が
、
矢
継
早
に
名
前

を
呼
ば
れ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
か
っ
た
。

「
甚
吉
、
甚
吉
、
甚
吉
。」

そ
し
て
甚
吉
自
身
も
そ
れ
に
声
を
あ
わ
せ
て
、
自
分
の
名
前
の
甚
吉

甚
吉
を
呼
び
あ
る
よ
う
な
面
白
い
瞬
間
す
ら
あ
っ
た
。
一
旦
そ
う
思
う

と
そ
ば
に
い
ら
れ
な
い
く
ら
い
言
葉
繁
く
呼
び
立
て
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

「
彼
」
は
こ
お
ろ
ぎ
が
、
野
の
も
の
が
言
葉
を
話
し
、
ま
た
自
ら
に
呼
び
か
け

る
時
が
あ
る
と
感
じ
る
。そ
し
て
自
ら
も
同
じ
言
葉
を
合
わ
せ
る
。犀
星
に
と
っ

て
の
言
葉—

そ
れ
は
詩
で
あ
り
小
説
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
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お
そ
ら
く
野
の
も
の
に
は
野
の
言
葉
が
あ
っ
て
話
し
合
う
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
ろ
う
、
人
間
で
あ
る
甚
吉
に
さ
え
何
か
分
か
る
よ
う
な
気
が

す
る
か
ら
に
は
、
彼
ら
は
鳴
き
な
が
ら
詩
も
つ
く
り
歌
も
つ
づ
っ
て
い

る
に
違
い
な
か
っ
た
。
或
い
は
彼
ら
の
生
涯
の
鳴
く
声
に
初
章
も
あ
れ

ば
中
章
も
あ
り
、
そ
し
て
終
の
章
も
用
意
さ
れ
て
い
て
、
一
生
を
挙
げ

て
長
い
物
語
詩
を
か
い
て
い
る
の
か
も
分
ら
な
か
っ
た
。

「
彼
」
は
自
ら
と
同
じ
く
、
野
の
も
の
が
詩
を
書
い
て
い
る
と
思
う
。
野
の
も

の
と
言
葉
を
合
わ
せ
ら
れ
る
な
ら
ば
、
野
の
も
の
の
文
学
を
自
ら
も
書
く
こ
と

が
で
き
る
。

こ
の
二
年
間
に
書
い
た
童
話
と
い
う
も
の
も
、
結
局
、
こ
れ
ら
幽
か
な

る
も
の
の
命
を
う
た
っ
た
詩
の
何
章
か
が
組
み
立
て
ら
れ
て
童
話
と

な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
彼
は
決
し
て
そ
の
生
涯
に
童
話
な
ぞ
書
け
る
殊

勝
な
作
家
で
は
な
か
っ
た
。
に
も
拘
ら
ず
野
の
生
き
も
の
が
彼
に
力
を

籍
し
、
思
い
を
加
え
さ
せ
て
く
れ
た
よ
う
な
も
の
で
、
野
の
生
き
も
の

の
囁
き
が
耳
に
は
い
ら
な
か
っ
た
ら
、
彼
は
童
話
な
ぞ
決
し
て
書
か
な

か
っ
た
で
あ
ろ
う
、
二
つ
の
長
篇
童
話
に
、
短
い
七
篇
の
童
話
は
こ
と

ご
と
く
、
平
仮
名
ば
か
り
で
書
か
れ
た
童
話
で
あ
っ
た
。
平
仮
名
で
文

章
を
つ
づ
る
と
い
う
こ
と
は
、
き
れ
ぎ
れ
で
あ
っ
て
、
又
壮
ん
な
音
譜

を
つ
づ
る
虫
の
音
色
を
そ
の
ま
ま
平
仮
名
文
字
に
置
き
か
え
た
よ
う
な
、

そ
ん
な
単
純
で
す
な
お
極
ま
る
境
に
彼
が
ぼ
ん
や
り
出
て
行
っ
て
、
そ

れ
を
見
つ
け
た
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
。

虫
の
音
色
を
そ
の
ま
ま
置
き
か
え
て
作
品
を
な
す
、
と
い
う
非
凡
な
こ
と
が

可
能
な
の
は
、
犀
星
が
自
ら
の
文
学
を
、
野
の
も
の
の
文
学
と
認
め
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。「
虫
寺
抄
」
に
お
い
て
文
学
は
、
人
間
の
も
の
で
あ
る
前
に
、
野

の
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ほ
ど
野
に
自
ら
の
文
学
を
あ
け
は
な
つ
犀
星
の
姿
勢
は
、
自
然
の
側
に

美
が
あ
る
と
見
な
し
て
い
る
も
の
の
、
い
わ
ゆ
る
主
客
を
確
固
と
分
割
し
た
上

で
、
人
間
の
外
部
に
自
然
を
置
く
客
観
主
義
的
リ
ア
リ
ズ
ム
と
は
異
な
る
。
自

然
は
人
間
の
外
の
も
の
で
あ
る
が
、
純
粋
に
犀
星
の
外
の
対
象
で
は
な
い
。
だ

が
ま
た
、
轡
虫
の
時
間
に
徹
底
し
て
目
を
そ
そ
ぐ
姿
は
、
主
観
的
美
学
と
い
う

ロ
マ
ン
主
義
で
も
な
い
。
犀
星
の
野
と
文
学
の
関
係
性
は
、
そ
れ
ら
の
間
に
あ

る
よ
う
に
も
思
え
る
。

主
観
・
客
観
を
め
ぐ
り
自
然
を
ど
う
捉
え
る
か
、
と
い
う
問
題
に
お
い
て
、

こ
の
時
期
、
日
本
の
知
識
人
に
多
大
な
影
響
力
を
与
え
て
い
た
の
は
、
和
辻
哲

郎
の
「
風
土
」 

の
議
論
で
あ
る
。
和
辻
は
、
自
然
環
境
、
自
然
現
象
を
人
間
が

捉
え
る
と
は
、主
観
／
客
観
の
水
準
に
は
な
く
、「
風
土
」—

つ
ね
に
「
我
々
」

の
「
自
己
了
解
」
の
「
仕
方
」
と
し
て
あ
る
、と
説
い
た
。
自
然
を
感
じ
る
と
は
、

客
観
的
現
象
で
は
な
い
、
ま
た
主
観
的
な
も
の
で
は
な
い
。「
我
々
は
花
を
散

ら
す
風
に
お
い
て
歓
び
あ
る
い
は
傷
む
と
こ
ろ
の
我
々
自
身
を
見
い
だ
す
ご
と

く
、
ひ
で
り
の
こ
ろ
に
樹
木
を
直
射
す
る
日
光
に
お
い
て
心
萎
え
る
我
々
自
身

を
了
解
す
る
。
す
な
わ
ち
我
々
は
「
風
土
」
に
お
い
て
我
々
自
身
を
、
間
柄
と

し
て
の
我
々
自
身
を
見
い
だ
す
の
で
あ
る
。」 

我
な
ら
ぬ
「
我
々
」
と
は
こ
の

★
13

★
14
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地
に
生
活
し
て
き
た
過
去
を
負
う
民
族
で
あ
り
、
風
土
と
は
「
歴
史
的
風
土
」

で
あ
る
。（
こ
う
し
た
議
論
が
当
時
の
体
制
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
近
接
し
て
い

た
と
い
う
こ
と
は
本
質
的
な
問
題
と
な
ら
な
い
。）
だ
が
自
然
へ
の
姿
勢
が
同

じ
く
主
観
／
客
観
の
水
準
に
な
い
と
し
て
も
、
犀
星
と
和
辻
の
思
想
は
大
き
く

異
な
る
。
和
辻
が
あ
く
ま
で
「
我
々
」
と
い
う
集
団
的
な
人
間—

当
時
は
無

論
和
辻
の
み
な
ら
ず
大
半
の
知
識
人
が
主
唱
し
た
歴
史
的
な
「
日
本
」—

を

機
軸
に
お
い
た
と
す
れ
ば
、
犀
星
の
姿
勢
は
徹
底
し
て
犀
星
個
人
で
あ
る
。
甚

吉
は
言
う
、

「
お
れ
と
い
う
人
間
は
そ
の
生
き
る
た
め
に
他
人
の
及
び
も
つ
か
な
い

こ
と
を
考
え
、
そ
の
考
え
た
こ
と
を
人
に
頒
け
る
た
め
に
や
っ
と
生
き

ら
れ
る
の
だ
。
た
と
え
、そ
れ
が
ど
う
い
う
冗
ら
な
い
こ
と
で
あ
っ
て
も
、

そ
れ
を
打
棄
っ
て
は
な
ら
な
い
の
だ
。
笑
う
人
が
あ
っ
た
ら
そ
い
つ
は

笑
う
こ
と
に
よ
っ
て
お
れ
よ
り
不
倖
に
な
る
と
い
う
だ
け
な
の
だ
。」

保
田
が
主
張
す
る
よ
う
、「
あ
わ
れ
」
と
い
う
情
念
の
下
、
自
然
と
人
工
を

調
和
さ
せ
よ
う
と
し
た
日
本
民
族
の
「
歴
史
」—

「
文
化
」
と
い
う
理
解
は
、

当
時
抜
き
差
し
な
ら
ぬ
位
置
づ
け
と
し
て
あ
っ
た
。
だ
が
、犀
星
が
「
虫
寺
抄
」

に
お
い
て
、
野
を
捉
え
る
と
き
、
日
本
の
「
文
化
」
や
「
歴
史
」
は
一
切
媒
介

に
さ
れ
て
い
な
い
。
す
る
必
要
も
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
、
犀
星
と
巨
大
な
野

だ
け
が
あ
る
。「
我
々
」
の
合
意
や
、「
我
々
」
を
「
我
々
」
た
ら
し
め
る
歴
史

性
に
依
存
す
る
必
要
は
無
い
。
犀
星
の
文
学
者
と
し
て
の
思
想
の
非
常
な
強
さ

が
そ
こ
に
あ
る
。

犀
星
が
耳
を
そ
ば
だ
て
る
外
部
の
対
象
と
し
て
野
は
あ
る
、
だ
が
、「
こ
う

い
う
気
質
の
人
間
の
な
か
に
も
野
の
け
は
い
が
あ
り
、草
と
木
と
風
が
そ
よ
ぎ
、

そ
し
て
虫
の
よ
う
な
幽
け
さ
が
棲
ん
で
い
る
こ
と
は
疑
わ
れ
な
い
」
と
言
う
よ

う
、犀
星
の
中
で
野
は
外
部
と
つ
な
が
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
犀
星
の
「
想
念
」

の
中
の
野
は
、
や
は
り
外
部
の
野
を
実
現
す
る
の
で
あ
る
。「
五
、
冬
の
こ
お

ろ
ぎ
」
を
経
て
、冬
の
訪
れ
と
と
も
に
家
の
周
囲
の
虫
が
絶
え
て
か
ら
の
「
六
、

遠
い
野
」
で
は
、
彼
は
こ
の
よ
う
な
世
界
に
い
る
。

多
く
の
野
に
鳴
く
声
は
す
で
に
な
か
っ
た
が
、
彼
は
い
つ
も
炉
の
ほ
と

り
に
虫
の
音
が
か
す
か
と
い
え
ば
か
す
か
に
、
聞
え
な
い
と
い
え
ば
す

こ
し
も
聞
え
も
し
な
い
そ
の
声
を
待
ち
も
う
け
、
聞
き
と
ろ
う
と
す
る

に
も
、彼
は
好
み
に
あ
ふ
れ
る
よ
う
な
気
持
で
あ
っ
た
。
炉
の
灰
、炉
段
、

炉
ぶ
ち
と
い
う
も
の
に
も
、
彼
は
そ
こ
に
住
ん
で
い
る
野
の
も
の
を
思

い
え
が
く
た
め
に
、
特
別
に
そ
ん
な
気
持
に
な
ら
な
く
と
も
、
す
ぐ
そ

の
境
に
は
い
る
こ
と
が
で
き
た
。
野
の
も
の
は
、
そ
こ
で
ふ
た
た
び
秋

の
夜
を
く
り
返
し
す
だ
い
て
、
そ
の
声
の
絶
え
る
間
が
な
か
っ
た
。

次
な
る
文
学
の
手
を
執
る
彼
は
、
書
斎
の
う
ち
に
、
野
の
姿
を
み
る
。
そ
れ

は
文
学
が
野
の
も
の
に
つ
な
が
っ
て
い
る
以
上
、必
然
的
な
展
開
な
の
で
あ
る
。

「「
不
思
議
な
物
語
」
の
部
屋
」
と
、
彼
が
呼
ぶ
、
様
々
な
朝
鮮
や
中
国
の
骨
董

を
ま
じ
え
た
書
斎
の
中
で
、
彼
の
想
念
に
や
ど
る
野
は
、
再
び
一
挙
に
時
間
も

超
え
て
い
く
。「
そ
し
て
何
と
こ
こ
に
聞
く
野
の
も
の
の
声
が
百
年
二
百
年
前

か
ら
、
打
ち
つ
づ
い
て
野
の
秋
を
さ
さ
や
き
合
し
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
」、
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か
れ
ら
は
、
ま
れ
に
し
か
鳴
か
な
か
っ
た
。
そ
の
ま
れ
に
鳴
く
と
き
に

招
き
出
さ
れ
た
他
の
虫
も
、
や
っ
と
低
い
こ
え
で
そ
の
招
き
の
こ
え
に

応
じ
た
。
そ
ん
な
古
代
の
歳
月
の
さ
さ
や
き
は
厳
か
で
す
ら
あ
っ
た
。

彼
は
手
を
伸
べ
る
こ
と
な
く
又
触
ろ
う
と
せ
ず
に
、
そ
の
耳
を
傾
け
る

に
と
ど
め
て
い
た
。

「
こ
う
い
う
思
い
を
経
験
す
る
と
い
う
こ
と
は
殆
ど
奇
蹟
に
類
す
る
こ

と
で
あ
ろ
う
。
人
間
は
そ
の
考
え
る
こ
と
が
遠
け
れ
ば
遠
い
程
、
ど
う

い
う
時
代
と
も
接
触
す
る
と
い
う
こ
と
は
決
し
て
嘘
で
は
な
い
、
そ
れ

を
思
う
て
達
せ
ざ
る
こ
と
は
一
つ
も
な
い
の
だ
。」

か
れ
は
こ
う
い
う
解
説
の
も
と
に
何
事
も
思
う
て
為
さ
ざ
る
こ
と
の

得
な
い
も
の
が
、
一
つ
も
な
い
よ
う
な
気
が
し
た
。

こ
う
し
た
百
年
二
百
年
前
、
あ
る
い
は
五
百
年
前
と
い
う
時
間
は
、
や
は
り

歴
史
で
は
な
い
。
優
れ
た
骨
董
の
向
こ
う
に
は
、「
古
き
世
の
虫
々
の
声
」
が

鳴
い
て
い
る
。
現
在
に
野
が
あ
る
よ
う
に
、
過
去
に
も
野
が
あ
る
。
想
念
と
野

が
つ
な
が
る
者
は
、
現
在
と
同
じ
よ
う
に
、
過
去
の
野
の
時
間
に
も
直
接
に
触

れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
民
族
の
「
血
統
」
に
頼
る
必
要
も
無
い
。
そ
れ
は
奇
蹟

に
も
似
た
、
神
秘
的
な
境
地
で
あ
る
が
、
文
学
と
い
う
芸
術
の
達
成
の
瞬
間
に

ほ
か
な
ら
な
い
。

日
本
浪
曼
派
は
そ
の
美
学
の
実
践
を
人
間
の
歴
史—

「
大
東
亜
戦
争
」
に

賭
け
た
。
犀
星
は
自
ら
の
文
学
に
よ
っ
て
、
戦
争
と
い
う
人
間
の
物
語
の
向
こ

う
の
、
は
る
か
巨
大
な
野
を
見
て
い
た
。
す
べ
て
が
歴
史
の
中
に
お
い
て
語
ら

れ
る
時
代
に
、
全
く
異
質
な
時
間
を
み
る
姿
に
、
犀
星
の
戦
争
へ
の
真
の
批
判

力
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
し
て
人
間
が
文
学
的
実
践
に
お
い
て
、
野
の
世

界
を
実
現
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
「
虫
寺
抄
」
は
、
豊
穣
な
可
能
性
を
は

ら
ん
だ
作
品
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

「
虫
寺
抄
」
の
最
後
は
、
彼
が
春
先
に
能
の
「
熊
野
」
を
観
、
そ
こ
に
虫
の
音

を
聞
く
場
面
で
結
ば
れ
る
。

梅
若
万
三
郎
の
美
し
く
も
枯
れ
切
っ
た
声
は
、
そ
の
た
え
だ
え
な
声

の
ほ
こ
ろ
び
の
あ
い
だ
に
、
い
か
に
多
く
の
草
木
を
か
す
め
る
幽
遠
な

風
の
音
が
こ
も
っ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
、
甚
吉
は
梅
若
の
う
た
ご
え
を

き
く
と
、
自
分
の
か
ら
だ
に
そ
の
声
が
乗
り
う
つ
る
と
き
の
快
さ
を
、

し
ば
ら
く
で
も
永
く
と
ど
め
て
置
き
た
い
願
い
を
も
っ
て
い
た
。
た
え

だ
え
な
低
い
声
よ
、
お
前
は
遠
江
の
虫
の
音
ま
で
は
こ
ん
で
来
る
よ
う

で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
彼
は
「
熊
野
」—

能
の
女
に
野
を
感
じ
、
や
が
て
彼
の
描
く
物
語

の
女
性
た
ち
の
話
が
語
ら
れ
る
。「
女
ひ
と
」
は
、
犀
星
の
終
生
の
主
題
で
あ

る
が
、
そ
の
女
性
と
野
は
連
続
し
て
想
起
さ
れ
る
。
犀
星
が
追
い
求
め
、
ま
た

文
学
に
お
い
て
実
現
し
よ
う
と
し
た
「
女
ひ
と
」
と
は
、
人
間
の
世
界
よ
り
も

野
の
世
界
の
存
在
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
野
の
も
の
を
描
き
な
が
ら
、
最
後
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に
「
命
を
分
け
あ
う
人
び
と
」、
女
ひ
と
の
存
在
を
確
認
す
る
こ
の
「
虫
寺
抄
」

の
結
び
か
ら
、
さ
ら
な
る
犀
星
の
思
想
が
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

稿
を
あ
ら
た
め
て
論
じ
た
い
。

★
1 

室
生
犀
星
「
虫
寺
抄
」（
博
文
館
、一
九
四
二
年
）。
引
用
は
『
室
生
犀
星
全
集
』

第
八
巻
（
新
潮
社
、
一
九
六
七
年
五
月
）
に
拠
る
。

★
2 

伊
藤
信
吉
『
戦
争
の
詩
人
・
避
戦
の
作
家
』（
集
英
社
、
二
〇
〇
三
年
七
月
）。

★
3 

伊
藤
信
吉
「
犀
星
と
虫
」（『
犀
星
と
私
』
白
楽
、
一
九
八
八
年
四
月
）
伊
藤

は
犀
星
が
意
識
的
に
、
詩
に
お
い
て
は
国
策
詩
を
書
き
、
散
文
に
お
い
て
は

書
か
な
か
っ
た
こ
と
を
重
視
し
て
い
る
。

★
4 

星
野
晃
一
『
室
生
犀
星 

何
を
盗
み
何
を
あ
が
な
は
む
』（
鞜
青
社
、

二
〇
〇
九
年
四
月
）、
高
瀬
真
理
子
『
室
生
犀
星
研
究 

小
説
的
世
界
の
生
成

と
展
開
』（
翰
林
書
房
、
二
〇
〇
六
年
三
月
）。「
反
戦
」、
あ
る
い
は
「
文
学

的
抵
抗
」
と
呼
ぶ
べ
き
か
は
留
保
が
必
要
と
す
る
に
せ
よ
基
本
的
に
こ
の
時

期
の
犀
星
の
小
説
が
戦
争
と
無
縁
で
あ
っ
た
と
捉
え
る
論
者
は
い
な
い
。

★
5 

前
掲
星
野
、『
室
生
犀
星 

何
を
盗
み
何
を
あ
が
な
は
む
』。

★
6 

奥
野
健
男
は
『
日
本
文
学
全
集
33　

室
生
犀
星
集
』（
集
英
社
、
一
九
六
八

年
三
月
）
の
「
解
説
」
に
お
い
て
、
犀
星
は
「
表
立
っ
た
思
想
性
、
論
理
的

な
思
想
が
な
い
」
が
ゆ
え
に
、
近
代
日
本
の
文
学
史
の
中
に
居
場
所
が
持
て

な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

★
7 

北
原
白
秋
が
「
一
本
の
野
生
の
栗
の
木
」（「
愛
の
詩
集
（
二
） （
そ
の
作
者
室

生
犀
星
君
に
お
く
る
）」『
読
売
新
聞
』
一
九
一
七
年
十
一
月
二
十
三
日
）
と

評
し
た
よ
う
、
犀
星
に
と
っ
て
「
野
生
」
と
い
う
評
価
は
、
作
家
的
出
発
か

ら
付
随
し
て
い
た
。
大
橋
毅
彦
は
、『
室
生
犀
星
へ
の
／
か
ら
の
地
平
』（
若

草
書
房
、二
〇
〇
〇
年
）
の
う
ち
、「
モ
チ
ー
フ
と
し
て
の
〈
野
生
〉
の
跳
梁
・〈
肉

体
〉
の
衝
動
」
に
お
い
て
、
犀
星
の
「
野
生
」
を
め
ぐ
る
評
価
を
照
射
し
て

い
る
。

★
8 

前
掲
伊
藤
、「
犀
星
と
虫
」
ほ
か
。

★
9 

「
近
代
の
超
克
」
座
談
会
は
一
九
四
二
年
七
月
二
十
三
日
、
二
十
四
日
に
開
催
、

同
年
『
文
学
界
』
九
、十
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
。

★
10 

高
山
岩
男
『
世
界
史
の
哲
学
』（
岩
波
書
店
、
一
九
四
二
年
）。

★
11 

「
我
々
は
国
民
で
あ
る
。
そ
う
し
て
民
族
で
あ
る
。
己
ら
の
手
に
よ
っ
て
父

祖
の
祭
祀
と
日
嗣
を
三
千
年
に
亙
り
絶
や
し
た
こ
と
の
な
い
民
族
で
あ
る
。

我
ら
の
一
兵
は
国
民
で
あ
る
」（
保
田
與
重
郎
「
北
寧
鉄
路
」『
コ
ギ
ト
』

一
九
三
八
年
十
月
）。
保
田
は
「
血
統
」
と
し
て
歴
史
を
歌
い
、
ま
た
こ
の

よ
う
に
戦
争
を
詩
的
に
捉
え
る
。「
こ
の
戦
争
が
例
え
無
償
に
終
っ
て
も
、

日
本
は
世
界
史
を
画
す
る
大
遠
征
を
な
し
た
の
だ
。
蒙
古
を
流
れ
る
黄
河
に

立
っ
た
と
き
、
私
は
初
め
て
、
日
本
の
大
陸
政
策
の
世
界
歴
史
に
於
け
る
位

置
を
感
じ
た
（
…
）
思
想
と
し
て
の
立
場
か
ら
は
、
今
戦
争
が
無
償
に
終
る

時
を
空
想
し
て
も
、
実
に
雄
大
な
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
で
あ
る
」（「
大
陸
と
文

学
」『
新
潮
』
一
九
三
八
年
十
一
月
）。

★
12 
京
都
学
派
、
日
本
浪
曼
派
と
と
も
に
「
近
代
の
超
克
」
座
談
会
に
出
席
し
た

小
林
秀
雄
の
主
張
も
ま
た
当
時
の
思
潮
を
よ
く
物
語
る
。「
一
方
歴
史
と
い

う
も
の
は
、
見
れ
ば
見
る
ほ
ど
動
か
し
難
い
形
と
映
っ
て
来
る
ば
か
り
で

あ
っ
た
。
新
し
い
解
釈
な
ぞ
で
び
く
と
も
す
る
も
の
で
は
な
い
、
そ
ん
な
も
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の
に
し
て
や
ら
れ
る
様
な
脆
弱
な
も
の
で
は
な
い
、
そ
う
い
う
事
を
い
よ
い

よ
合
点
し
て
、
歴
史
は
い
よ
い
よ
美
し
く
感
じ
ら
れ
た
」。
小
林
秀
雄
「
無

常
と
い
う
こ
と
」（『
文
学
界
』
一
九
四
二
年
七
月
）。

★
13 
和
辻
哲
郎
『
風
土 

人
間
学
的
考
察
』（
岩
波
書
店
、
一
九
三
五
年
）。

★
14 

前
掲 
和
辻
『
風
土
』。

※ 

引
用
に
あ
た
っ
て
は
旧
字
体
を
新
字
体
に
、
旧
仮
名
遣
い
を
新
仮
名
遣
い
に
改

め
た
。

こ
ば
や
し
・
あ
つ
こ
（
就
実
大
学
人
文
科
学
部
講
師
）




