
萩
原
朔
太
郎

「
月
光
と
祈
祷
」

に
お
け
る
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大
正
三
年
1

1
よ
」
の
年
が
萩
原
朔
太
郎
の
生
活
史
・
作
品
制
作
史
の
両
面
に

お
い
て
注
目
す
べ
き
問
題
を
含
ん
で
い
る
時
期
で
あ
る
こ
と
は
、
既
に
数
多
の

先
行
論
に
よ
っ
て
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
れ
ら
の
ほ
と
ん
ど
は
翌

年
の
初
頭
に
「
浄
罪
詩
篇
」
と
い
う
後
記
を
添
え
ら
れ
て
発
表
さ
れ
た
一
連
の

作
品
群
へ
至
る
前
段
階
と
し
て
、
こ
の
時
期
の
作
品
を
扱
っ
て
い
る
。

中
で
も
小
関
和
弘
氏
は
「
詩
歌
」
大
正
三
年
五
月
号
に
発
表
さ
れ
た
「
月
光

と
祈
祷
」
に
お
け
る
詩
的
主
体
の
身
体
の
描
か
れ
方
に
着
自
し
、
生
身
の
書
き

手
自
身
と
作
品
中
の
「
我
」
の
分
裂
を
自
覚
し
た
上
で
の
詩
的
主
体
の
対
象
化

が
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
、
萩
原
の
詩
作
の
重
要
な
タ
!
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン

ト
に
な
っ
た
こ
と
を
評
価
す
る
。
ま
た
こ
の
対
象
化
に
は
「
描
く
我
と
捕
か
れ

る
我
と
の
分
裂
を
統
合
し
た
い
と
の
希
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
」
と
し
て
い

Z
Q

。一
方
、
長
野
隆
氏
は
本
作
品
と
同
時
期
に
発
表
さ
れ
た
〈
魚
の
遊
泳
〉
等
の

共
通
し
た
要
素
を
持
つ
作
品
を
比
較
分
析
し
、
「
己
れ
自
身
の
《
再
生
》
の
場

を
母
な
る
も
の
に
求
め
、
そ
の
中
に
回
帰
せ
ん
と
す
る
理
問
に
な
ら
な
い
衝
動

こ
そ
、
当
時
の
萩
原
に
深
く
刻
み
込
ま
れ
た
現
実
」
と
指
摘
し
た
上
で
、
本
作

「
青
い
鳥
」

の
解
体
と
再
構
成

尾

高

イ改;
，じA、

品
を
つ
母
な
る
海
タ
ク
母
な
る
胎
内
タ
へ
の
囲
埼
を
意
味
」
す
る
「
遊
泳
」
の

イ
メ
ー
ジ
を
萩
原
が
最
初
に
用
い
た
作
品
で
あ
っ
た
と
結
論
付
け
る
。
ま
た
本

作
品
中
の
「
マ
リ
ヤ
」
は
「
性
的
リ
ピ
ド
!
の
対
象
た
り
え
る
女
」
と
「
己
れ

を
育
む
「
母
」
す
な
わ
ち
「
竪
母
」
」
の
両
面
性
を
持
っ
て
い
た
と
も
指
摘
す

る。
右
の
小
関
氏
お
よ
び
長
野
氏
の
指
摘
は
そ
れ
ぞ
れ
重
要
な
観
点
を
含
ん
で
い

る
も
の
の
、
本
作
品
が
同
時
代
に
お
い
て
い
か
な
る
読
み
を
さ
れ
得
た
か
と
い

う
点
に
関
し
て
は
、
ま
だ
考
究
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
特
に

注
目
し
た
い
の
は
「
月
光
と
析
鵡
」
が
モ
!
リ
ス
・
メ

i
テ
ル
リ
ン
ク
の
戯
曲
「
青

い
鳥
」
円
。
一
∞

2
2
Z
2・
5
0∞
第
三
幕
一
場
に
典
拠
を
持
つ
と
い
う
久
保
忠
夫

氏
の
指
摘
で
あ
る
。
幸
福
の
象
徴
で
あ
る
「
青
い
鳥
」
を
求
め
て
旅
を
す
る
チ

ル
チ
ル
・
ミ
チ
ル
の
兄
妹
は
、
「
夜
の
宮
殿
」
で
月
明
か
り
の
中
を
飛
び
交
う

無
数
の
「
青
い
鳥
」
の
群
れ
に
出
会
う
。
彼
ら
は
お
供
の
犬
と
と
も
に
鳥
た
ち

を
捕
ま
え
る
が
、
や
は
り
一
緒
に
旅
を
し
て
い
る
光
の
精
に
照
ら
さ
れ
た
途
端
、

鳥
た
ち
は
す
べ
て
死
ん
で
し
ま
う
。
一
方
、
本
物
の
「
青
い
鳥
」
は
兄
妹
た
ち

の
手
の
届
か
ぬ
高
い
と
こ
ろ
に
逃
げ
去
っ
て
い
た
i
l
l
-
」
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
本

作
の
下
敷
き
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
萩
原
自
身
、
妹
の
津
久

井
幸
子
に
明
治
四
十
五
年
二
月
二
十
五
自
に
宛
て
た
書
簡
等
に
お
い
て
「
青
い

鳥
」
に
言
及
し
て
い
る
。
大
正
三
年
時
に
お
け
る
メ
!
テ
ル
リ
ン
ク
の
受
容
状
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況
を
考
慮
す
る
と
、
「
月
光
と
折
鶴
」
で
提
示
さ
れ
る
「
月
光
の
中
」
を
遊
泳

す
る
青
い
「
く
ら
げ
」
の
群
れ
の
イ
メ
ー
ジ
を
、
「
青
い
鳥
」
の
こ
の
場
面
と

重
ね
合
わ
せ
る
読
者
が
存
在
し
て
い
て
も
不
思
議
は
な
い
。
さ
ら
に
「
務
翠
の

く
ら
げ
」
と
い
う
表
現
が
出
て
く
る
と
も
な
る
と
、
「
抑
制
翠
」
と
い
う
一
言
葉
が

意
味
す
る
こ
と
の
あ
る
カ
ワ
セ
ミ
か
ら
「
青
い
鳥
」
へ
の
連
想
は
容
易
で
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
久
保
氏
は
「
月
光
と
祈
鵡
」
に
お
い
て
「
青
い
鳥
」
が

い
か
な
る
方
法
を
以
て
消
化
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
述
べ
て
い
な
い
。
本

論
文
で
は
明
治
末
期
か
ら
大
正
時
代
初
期
の
日
本
に
お
け
る
「
青
い
鳥
」
の
受

容
を
前
提
と
し
た
上
で
、
「
丹
光
と
折
鵡
」
の
解
説
を
試
み
る
。
後
述
す
る
よ

う
に
上
田
敏
以
来
の
メ
!
テ
ル
リ
ン
ク
解
釈
に
射
っ
た
文
脈
で
受
容
さ
れ
て
き

た
「
青
い
鳥
」
と
い
う
材
源
が
、
ど
の
よ
う
に
解
体
お
よ
び
再
構
成
さ
れ
て
い

る
の
か
を
確
認
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
本
作
品
の
持
つ
性
質
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
を
本
論
文
で
は
自
的
と
す
る
。
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
、
書
き
手
と
詩
的
主

体
の
分
裂
が
た
だ
単
に
自
覚
さ
れ
る
の
み
に
止
ま
ら
ず
、
詩
を
〈
書
く
〉
と
い

う
行
為
の
可
能
性
が
、
作
品
内
の
時
空
間
の
操
作
l
i本
作
品
に
関
し
て
こ
の

点
に
つ
い
て
詳
細
に
分
析
し
た
先
行
論
は
管
見
の
限
り
見
当
た
ら
な
い
1
1
1
を

通
じ
て
拡
張
さ
れ
て
い
っ
た
様
子
を
照
ら
し
出
す
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。

2 

「
月
光
と
祈
祷
」
発
表
時
の
日
本
に
お
け
る
「
青
い
鳥
」
の
紹
介
状
況
を
こ

の
節
で
は
概
観
し
て
み
る
。
榊
原
賀
教
氏
作
成
の
「
メ

i
テ
ル
リ
ン
ク
翻
訳
年

表
」
に
よ
る
と
、
現
在
確
認
さ
れ
て
い
る
限
り
、
最
も
古
い
「
青
い
鳥
」
の
翻

訳
は
「
ス
バ
ル
」
明
治
四
十
三
年
五
月
号
に
茅
野
粛
々
が
「
金
星
草
」
名
義

で
発
表
し
た
第
一
幕
の
み
の
抄
訳
で
あ
る
。
同
年
九
月
の
発
行
の
「
歌
舞
伎
」

百
二
十
三
号
で
は
ロ
ン
ド
ン
の
へ
イ
マ
ー
ケ
ッ
ト
座
に
お
い
て
「
青
い
鳥
」
を

観
劇
し
て
来
た
画
家
・
南
議
造
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
事
「
私
の
見
た
マ
!
テ
ル

リ
ン
ク
「
青
い
鳥
」
」
(
開
き
手
は
吉
田
旭
光
)
と
、
吉
田
に
よ
る
解
説
を
付
し

た
南
の
提
供
に
よ
る
舞
台
写
真
の
口
絵
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
翌
月
の

百
二
十
四
門
す
か
ら
十
一
月
の
百
二
十
六
号
に
か
け
て
森
ほ
の
ほ
に
よ
る
「
メ

i

テ
ル
リ
ン
ク
の
「
青
い
鳥
」
の
梗
概
」
が
連
載
さ
れ
た
。
翌
年
に
は
長
谷
川
天

渓
に
よ
る
観
劇
記
が
発
表
さ
れ
、
八
丹
に
な
る
と
島
田
元
麿
・
東
草
水
の
共
訳

に
よ
る
単
行
本
「
青
い
鳥
い
(
実
業
之
日
本
社
刊
)
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
版
は
チ
ル
チ
ル
が
「
近
雄
」
、
ミ
チ
ル
が
「
美
知
子
」
等
と
い
っ
た
日
本
人

の
名
前
に
産
さ
れ
て
い
る
翻
案
物
で
あ
る
。
ロ
シ
ア
語
版
か
ら
島
田
が
翻
訳
じ

た
も
の
に
東
が
英
語
版
を
参
照
し
て
筆
を
加
え
て
い
っ
た
旨
が
、
東
に
よ
る

「
序
文
」
に
記
さ
れ
て
い
る
。
な
お
こ
の
版
で
は
第
四
幕
の
「
幸
福
の
国
」
の

場
面
は
訳
出
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
四
十
三
年
か
ら
四
十
四
年
に
か
け
て
「
ス

バ
ル
」
に
連
載
さ
れ
た
森
鴎
外
の
「
青
年
」
に
は
、
主
人
公
の
小
泉
純
一
が
、
「
青

い
烏
」
第
五
幕
三
場
の
「
未
来
の
国
」
の
場
面
に
看
取
さ
れ
る
「
物
質
的
」
な
「
幸

福
」
の
肯
定
に
疑
問
を
呈
し
た
の
を
き
っ
か
け
に
、
友
人
の
大
村
と
議
論
を
す

る
場
面
が
あ
る
。

「
月
光
と
祈
祷
」
発
表
に
近
い
時
期
の
も
の
と
し
て
は
大
正
二
年
に
「
ス
バ

ル
」
五
月
口
す
か
ら
九
月
号
ま
で
連
載
さ
れ
た
斎
藤
寅
一
の
翻
訳
や
、
同
年
十
一

月
に
「
近
代
脚
本
叢
書
」
の
第
十
巻
お
よ
び
十
一
巻
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
若
月

紫
闘
に
よ
る
上
下
二

mm
の
翻
訳
が
存
在
す
る
。
特
に
こ
の
時
期
は
メ

i
テ
ル
リ

ン
ク
に
翻
訳
の
許
可
を
直
接
待
た
と
い
う
若
月
訳
が
版
元
を
改
め
て
出
版
さ
れ

た
せ
い
も
あ
る
が
、
「
青
い
鳥
」
の
翻
訳
や
紹
介
が
多
く
出
て
い
る
。
な
お
本



作
品
の
日
本
に
お
け
る
初
演
は
大
正
九
年
、
有
楽
鹿
で
の
新
版
協
会
に
よ
る
も

の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
「
青
い
由
一
己
は
「
月
光
と
祈
嬬
」
発
表
時
、
自
本
に
お
い
て
ど
の

よ
う
な
理
解
の
下
に
受
容
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
先
述
の
森
ほ
の
ほ
に
よ

る
連
載
の
第
一
回
目
に
付
さ
れ
た
前
説
か
ら
以
下
に
引
用
し
て
み
る
。

ブ
リ
ユ

l
パ

1
ド
ハ
ソ
ピ
ネ
一
ス

一
握
み
に
此
劇
の
筋
を
謂
へ
ば
、
題
名
の
「
青
い
鳥
」
は
楽
福
を
意
味
し

て
居
て
、
之
を
人
類
を
代
表
し
て
ゐ
る
二
人
の
小
児
が
、
種
々
の
苦
心
を

尽
し
て
探
し
求
め
る
。
勇
気
を
徴
象
し
た
光
の
神
と
、
人
道
の
友
と
去
ふ

べ
き
犬
と
が
二
人
を
援
助
し
て
行
く
。
総
て
出
来
事
は
、
二
人
の
児
の
夢

の
問
、
ク
リ
ス
マ
ス
の
前
夜
か
ら
朝
へ
か
け
て
亡
、
二
人
は
三
度
「
青
い

鳥
」
を
求
め
て
、
終
に
望
む
所
の
真
の
鳥
は
得
ら
れ
な
い
。
市
も
尚
、
由
一
泊

を
探
し
求
め
ゃ
う
と
し
て
る
勇
気
は
失
は
な
い
。
人
関
が
自
然
か
ら
見
れ

ば
、
勝
利
者
の
宿
命
を
持
っ
て
ゐ
る
こ
と
を
暗
示
し
て
賠
る
。
是
が
此
劇

セ
〆
伊
丹
，

n
ア
イ
ヂ
ヤ

の
中
心
思
想
で
あ
る
。
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既
に
こ
の
段
階
で
「
青
い
鳥
」
が
「
幸
福
」
を
表
し
て
い
る
と
い
う
ポ
イ
ン

ト
が
押
さ
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
「
青
い
鳥
」
を
「
得
ら
れ
な
」
く
て
も
「
鳥

を
探
し
求
め
ゃ
う
と
す
る
勇
気
は
失
は
な
い
」
と
い
う
点
を
解
釈
し
て
、
「
人

間
」
が
「
自
然
」
に
対
し
て
「
勝
利
者
の
宿
命
」
を
持
っ
て
い
る
と
の
メ
ッ
セ
ー

ジ
性
を
導
き
出
し
て
い
る
。
つ
ま
り
「
青
い
鳥
」
を
得
る
か
ど
う
か
よ
り
も
、

そ
れ
を
得
ょ
う
と
す
る
「
勇
気
」
と
い
う
意
志
を
持
つ
者
が
「
勝
利
者
」
で
あ

る
と
主
張
し
て
い
る
の
だ
。
ま
た
、
新
渡
戸
稲
造
は
「
中
央
公
論
」
大
正
二
年

十
一
月
号
に
発
表
し
た
エ
ッ
セ
イ
コ
死
」
の
問
題
に
対
し
て
」
で
以
下
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。

メ
i
テ
ル
リ
ン
ク
の
害
い
鳥
』
l

i
あ
れ
は
読
ん
で
も
面
白
い
戯
曲
で

あ
る
が
、
私
は
あ
の
実
演
を
亜
米
利
加
で
見
た
が
、
実
に
今
で
も
忘
れ
ら

れ
な
い
印
象
を
受
け
た
。
爺
さ
ん
と
婆
さ
ん
が
小
屋
の
前
に
腰
掛
け
て
眠

っ
て
居
る
。
そ
こ
に
孫
が
二
人
走
っ
て
来
て
吋
お
爺
さ
ん
、
お
婆
さ
ん
』

と
声
を
か
け
る
と
、
二
人
が
自
を
覚
ま
し
て
孫
を
抱
い
て
大
変
に
喜
ぶ
。

す
る
と
孫
は
、
吋
お
爺
さ
ん
、
お
婆
さ
ん
、
あ
な
た
達
は
余
程
前
に
死
ん

で
了
っ
た
ん
ぢ
ゃ
な
い
で
す
か
』
と
い
ふ
と
、
お
爺
さ
ん
が
い
ふ
の
に
、
吋
世

の
中
で
は
私
達
を
死
ん
だ
と
い
ふ
ん
だ
が
、
一
所
謂
死
ん
だ
人
も
世
の
中
の

人
の
忘
れ
て
ゐ
る
開
は
死
ん
だ
と
い
ふ
ん
で
、
紀
念
し
て
呉
れ
る
人
が
あ

る
と
其
度
に
生
き
返
る
ん
だ
。
』
と
い
ふ
所
が
あ
る
。
そ
れ
か
ら
向
じ
「
青

い
鳥
』
の
中
に

i
lあ
す
こ
は
芝
居
で
見
ぬ
と
分
ら
ぬ
所
と
思
ふ
が
子
供

等
二
人
が
墓
場
に
行
き
、
妹
は
で
」
ん
な
淋
し
い
所
に
来
て
怖
い
/
¥
』

と
大
き
な
声
し
て
泣
く
。
す
る
と
兄
貴
の
方
が
「
何
怖
い
事
が
あ
る
も
の

か
」
と
い
う
て
一
寸
頭
に
被
っ
て
居
る
帽
子
に
手
を
触
る
と
、
墓
場
が
急

に
花
臨
に
変
わ
る
。
制
引
剖
叫
判
は
刻
叶
刊
以
叫
州
州
創
刊
叫
川
斗
斗
け
む

を
現
は
し
た
所
で
、
即
ち
一
政
の
使
い
様
に
よ
っ
て
死
ぬ
る
生
き
る
と
い
ふ

朝
料
創
出
制
刈
寸
叶
刻
引
封
例
制
制
刻
割
引
則
樹
U
廿
判
什
引
叶
叫
到
ぶ
d

(
傍
線
は
本
論
文
筆
者
に
よ
る
)

こ
こ
で
新
渡
戸
が
言
及
し
て
い
る
の
は
第
二
幕
二
場
と
第
五
幕
二
場
の
こ

と
で
あ
る
。
「
頭
に
被
っ
て
居
る
帽
子
」
と
い
う
の
は
第
一
幕
一
場
で
チ
ル
チ

ル
・
ミ
チ
ル
兄
妹
に
「
青
い
鳥
」
を
探
す
こ
と
を
依
頼
す
る
妖
女
が
、
チ
ル
チ
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ル
に
渡
し
た
背
い
帽
子
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
こ
の
帽
子
に
付
い
た
ダ
イ
ヤ

モ
ン
ド
を
凶
転
さ
せ
る
と
、
パ
ン
や
砂
糖
と
い
っ
た
事
物
の
精
霊
や
、
過
去
や

未
来
の
出
来
事
を
見
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
問
団
折
口
蔵
は
こ
の
帽
子
に
つ
い

て
盤
的
な
存
在
を
感
受
す
る
た
め
に
必
要
な
「
超
自
然
の
直
観
」
を
象
徴
し
た

(
凶
)

も
の
で
あ
る
と
の
神
秘
主
義
的
観
点
か
ら
の
解
釈
を
記
し
て
い
る
。
ま
た
先
述

の
森
鶴
外
の
「
青
年
」
に
お
い
て
も
、
こ
の
帽
子
の
登
場
場
面
を
原
文
で
引
用

し
て
、
小
泉
が
絶
賛
す
る
場
面
が
あ
る
。
さ
て
、
こ
こ
で
新
渡
戸
は
「
青
い

鳥
」
に
お
け
る
「
死
」

1
1
1
ち
な
み
に
、
メ
!
テ
ル
リ
ン
ク
の
宗
同
慧
と
通
ム
と

z
g
m
g忠
2
U
号
在
え

?
g
g
中
に
お
い
て
「
死
」
と
「
運
命
」
は
ほ
ぼ

同
じ
も
の
と
し
て
言
及
さ
れ
て
い
る
l
lー
を
「
頭
の
使
い
様
に
よ
っ
て
」
「
定

ま
る
」
「
主
観
的
の
現
象
」
と
見
倣
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
意
識
の
持
ち
方
に
よ
っ

て
完
」
と
い
う
も
の
の
認
識
が
変
わ
っ
て
く
る

i
lそ
れ
を
克
服
出
来
る
と

い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
だ
。
こ
こ
で
も
ま
た
、
森
ほ
の
ほ
の
前
掲
文
に
お

け
る
「
勇
気
」
と
同
様
に
「
頭
の
使
い
様
」
す
な
わ
ち
個
々
人
の
意
志
そ
の
も

の
が
重
要
視
さ
れ
て
い
る
。
「
青
い
鳥
」
論
に
お
い
て
は
ま
た
、
日
常
陛
界
に

潜
在
す
る
「
幸
福
」
や
「
神
秘
」
の
遍
在
を
い
か
に
見
出
す
か
と
い
う
テ
i
マ

を
看
取
し
て
い
る
も
の
も
見
受
け
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
と
同
様
の
系
譜
に
含
ま

れ
る
も
の
と
考
え
て
も
差
支
え
な
か
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
な
「
青
い
鳥
」
観
の
底
流
に
あ
る
の
は
、
明
治
後
期
の
上
田
敏

に
よ
る
理
想
主
義
的
な
メ
!
テ
ル
リ
ン
ク
紹
介
で
あ
ろ
う
。
既
に
菊
田
茂
男
氏

が
こ
の
屑
辺
の
事
情
に
つ
い
て
ま
と
め
て
い
る
が
、
明
治
二
十
八
年
一
月
の
「
帝

国
文
学
」
創
刊
号
に
「
微
幽
子
」
の
署
名
の
下
で
寄
稿
し
た
評
論
「
白
耳
義
文

学
」
で
メ
i
テ
ル
リ
ン
ク
に
言
及
し
た
上
回
は
、
そ
の
十
年
設
の
明
治
三
十
八

年
よ
り
精
力
的
な
紹
介
を
行
う
よ
う
に
な
る
。
特
に
明
治
三
十
九
年
に
明
治
大

学
で
行
わ
れ
た
講
演
録
「
マ
ア
テ
ル
リ
ン
ク
」
に
お
い
て
は
、
人
間
の
意
志
で

は
ど
う
に
も
な
ら
ぬ
「
述
命
」
が
人
間
に
与
え
る
「
圧
迫
」
を
避
け
、
「
幸
福
」

を
獲
得
す
る
た
め
の
も
の
が
「
智
態
」
で
あ
る
こ
と
を
、
メ
i
テ
ル
リ
ン
ク
の

詰
エ
ッ
セ
イ
か
ら
上
町
は
述
べ
る
。
ま
た
、
「
幸
福
」
を
健
康
や
財
産
と
い
っ

た
枇
俗
的
な
「
外
部
の
幸
福
」
と
人
間
の
内
心
に
拠
点
を
置
く
「
内
部
の
幸
福
」

の
一
一
韓
類
に
分
類
し
、
前
者
を
人
間
が
思
う
よ
う
に
操
作
す
る
こ
と
は
不
可
能

だ
が
、
後
者
は
「
自
分
の
心
掛
」
次
第
H

「
智
慧
」
で
必
ず
得
ら
れ
る
も
の
で

あ
る
と
説
く
。
そ
し
て
、
人
間
は
い
か
な
る
苦
難
に
直
面
し
て
も
、
努
力
や
進

歩
に
よ
っ
て
「
ど
う
か
な
る
」
と
い
う
楽
天
的
な
「
ど
う
か
な
る
、
王
義
』
の
提

唱
を
結
び
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
個
々
人
の
精
神
の
持
ち
様
に
よ
る
「
運
命
」

の
克
服
に
重
心
を
置
い
て
語
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
、
先
述
し
た
「
青
い
鳥
」

を
め
ぐ
る
諸
論
の
先
駆
け
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

越
智
治
雄
氏
は
明
治
末
期
の
劇
文
学
l
i
i殊
に
「
社
会
劇
」

l
i
の
受
容
が
、

演
劇
的
な
形
象
よ
り
も
思
想
的
な
問
題
を
軸
と
し
て
行
わ
れ
る
傾
向
の
あ
っ
た

こ
と
を
、
明
治
三
十
年
代
の
イ
プ
セ
ン
作
品
に
対
す
る
評
判
を
例
に
し
て
論
じ

て
い
る
。
そ
し
て
、
大
正
初
期
の
メ

i
テ
ル
リ
ン
ク
受
容
も
ま
た
、
「
古
い
ロ

マ
ン
チ
ッ
ク
の
夢
で
は
な
い
、
そ
の
先
き
に
新
人
生
、
新
道
徳
を
見
て
ゐ
る
夢

で
あ
る
」
(
「
「
モ
ン
ナ
¥
ワ
ン
ナ
い
の
内
的
研
究
」
、
「
劇
と
詩
」
大
正
二
年
九
月
)

と
い
う
「
モ
ン
ナ
・
ヴ
ア
ン
ナ
」
玄
C

ロココ
ω
〈

mwEEゆ

5
0
N

へ
の
島
村
抱
月
の

評
に
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
同
様
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
上
に
な
さ
れ
て
い
た
こ
と

を
指
摘
す
る
。
荻
原
朔
太
郎
は
明
治
四
十
五
年
五
月
十
六
自
の
津
久
井
幸
子

宛
の
書
簡
で
、
ゲ
ア
ハ
ル
ト
・
ハ
ウ
プ
ト
マ
ン
の
「
(
叔
し
き
人
々
」
巴
ロ

g
g
。

宮
め
ロ
∞
与

2
M
W
5
2
や
ヘ
ル
マ
ン
・
ズ
!
ダ
!
マ
ン
の
「
マ
グ
ダ
」
(
「
故
郷
」

の
英
題
)
出

Z
5
F
5
8
等
の
観
劇
の
感
想
を
綴
っ
て
い
る
が
、
や
は
り
「
新



思
想
」
と
「
旧
思
想
」
の
対
立
を
諾
る
こ
と
に
終
始
し
て
い
る
点
で
、
右
の
よ

う
な
劇
文
学
受
容
の
系
譜
に
位
鐙
付
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
エ
ッ

セ
イ
か
ら
解
読
さ
れ
た
〈
思
想
〉
が
「
青
い
鳥
」
を
読
む
た
め
の
軸
と
し
て
採

用
さ
れ
る
と
い
う
現
象
の
素
地
に
は
、
こ
の
よ
う
な
同
時
代
の
劇
文
学
の
受
容

の
形
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
「
月
光
と
祈
祷
」
は
果
た
し
て
、
人
間
が
そ
の
意
志
の
持
ち
様
、

す
な
わ
ち
「
智
慧
」
に
よ
っ
て
「
運
命
」
を
克
服
し
て
ゆ
く
物
語
と
し
て
の
「
青

い
鳥
」
の
傍
ら
に
置
か
れ
た
場
合
、
い
か
な
る
相
貌
を
顕
す
の
で
あ
ろ
う
か
。

3 丹
光
と
祈
祷
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①
丹
光
の
中
を
泳
ぎ
い
で
、

②
群
が
る
く
ら
げ
を
捉
へ
ん
と
す
、

③
手
は
身
体
を
放
れ
て
の
び
ゆ
き

④
し
き
り
に
遠
き
に
さ
し
の
べ
ら
る
、

①
藻
ぐ
さ
に
ま
つ
は
り
、

⑤
月
光
の
水
に
ひ
た
り
て
、

⑦
わ
が
身
は
破
璃
の
た
ぐ
ひ
と
な
り
は
て
し
か
、

③
つ
め
た
く
し
て
透
き
と
ほ
る
も
の
流
れ
て
や
ま
ざ
る
に
、

⑨
た
ま
し
ひ
は
凍
え
ん
と
し
、

⑮
ふ
か
み
に
し
づ
み
、

⑪
溺
る
、
ご
と
く
な
り
て
祈
り
あ
ぐ
。

⑫
吋
マ
リ
ヤ
よ
、

⑬
は
や
は
や
わ
が
信
願
を
聴
き
届
け
、

ひ

す

ゐ

⑬
務
翠
の
く
ら
げ
を
与
へ
し
め
て
よ
』

⑬
 

⑬
か
し
こ
に
こ
〉
に
群
が
り
、

⑪
さ
あ
を
に
ふ
る
へ
つ
つ
、

⑬
く
ら
げ
は
月
光
の
中
を
泳
、
さ
い
づ

(
各
行
頭
の
ナ
ン
バ
ー
は
本
論
文
筆
者
に
よ
る
)

「
月
光
と
祈
一
時
」
は
先
述
し
た
よ
う
に
、
前
田
夕
暮
主
宰
の
「
詩
歌
」
大
正

三
年
五
月
号
に
「
春
自
」
と
共
に
掲
載
さ
れ
、
同
十
四
年
八
月
発
行
の
詩
集

吋
純
情
小
曲
集
』
(
新
潮
社
刊
)
の
「
愛
憐
詩
篇
」
の
パ

i
ト
に
「
月
光
と
海
月
」

と
改
題
さ
れ
た
上
で
収
録
さ
れ
た
。
初
出
と
単
行
本
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
の
開
に
は

い
く
つ
か
の
m共
同
が
存
在
す
る
。
大
き
な
も
の
と
し
て
は
⑫
i
⑬
行
自
に
か
け

て
の
、
詩
的
主
体
に
よ
る
「
マ
リ
ヤ
」
に
捧
げ
ら
れ
た
祈
祷
の
言
葉
等
が
川
削
除

さ
れ
て
い
る
。
初
出
の
読
点
も
全
て
削
削
除
さ
れ
て
い
る
が
、
「
愛
憐
詩
篇
」
に

収
録
さ
れ
た
本
作
品
以
外
の
詩
篇
に
於
い
て
も
こ
の
表
記
法
へ
の
統
一
は
看
取

さ
れ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
異
同
は
本
作
品
発
表
時
の
問
題
と
し
て
よ
り
も
「
愛

憐
詩
篇
」
編
纂
期
に
関
わ
る
問
題
と
し
て
扱
う
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
な
お
萩

原
が
プ
ラ
イ
ヴ
ェ
!
ト
に
浄
書
し
て
遺
し
た
ノ

i
ト
「
習
作
集
第
九
巻
」
に

は
「
月
光
と
海
月
」
と
い
う
題
名
の
下
に
収
録
さ
れ
て
お
り
、
特
に
本
文
に
大

き
な
異
一
同
は
な
い
も
の
の
、
「
(
一
九
一
閥
、
三
、
)
」
と
い
う
制
作
年
月
を
表
す

と
み
ら
れ
る
書
き
込
み
が
詩
篤
末
尾
に
付
さ
れ
て
い
る
。

①
行
目
、
「
泳
」
ぐ
と
い
う
本
来
な
ら
水
中
で
行
う
べ
き
動
作
を
「
月
光
の
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中
」
で
詩
的
主
体
は
開
始
す
る
。
ま
た
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
詩
的
主
体
を
包
ん

で
い
る
空
間
が
、
液
体
状
の
質
感
を
持
っ
た
「
月
光
」
で
満
た
さ
れ
て
い
る
こ

と
も
暗
示
さ
れ
る
。
安
智
史
氏
は
問
年
発
表
の
「
殺
人
事
件
」
(
「
地
上
巡
礼
」

創
刊
号
、
九
月
)
中
の
「
私
の
探
偵
」
と
い
う
詩
句
等
を
例
に
し
て
、
助
詩
「
の
」

が
「
私
で
も
他
人
で
も
な
い
二
重
性
」
を
生
み
出
す
も
の
と
し
て
機
能
し
て
い

る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
料
、
⑤
行
自
に
登
場
す
る
「
月
光
の
水
」
で
も
向
じ

働
き
1
1
1
い
わ
ば
〈
月
光
で
も
水
で
も
な
い
二
重
性
〉
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
の

は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
詩
的
主
体
が
「
捉
へ
ん
」
と
し
て
い
る
「
く
ら
げ
」
(
⑦

行
自
)
も
〈
海
月
〉
と
い
う
漢
字
を
充
て
ら
れ
る
ゆ
え
に
、
「
光
」
と
「
水
」

の
物
質
的
な
差
異
が
暖
昧
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
一
層

強
調
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

さ
て
、
そ
ん
な
「
く
ら
げ
」
を
「
捉
え
」
ょ
う
と
す
る
詩
的
主
体
の
「
手
」
は
、

「
身
体
」
(
こ
こ
で
は
胴
体
の
意
味
に
採
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
)
か
ら
「
放
れ

て
」
伸
長
し
て
ゆ
く
。
①
行
自
の
「
遠
き
に
」
の
前
に
「
し
き
り
に
」
が
重
ね

ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
手
の
伸
長
運
動
の
活
発
さ
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
活
発
さ
は
当
然
な
が
ら
詩
的
主
体
の
「
く
ら
げ
」
に
対
す
る
希
求
の
激
し
さ

と
い
う
精
神
的
な
欲
求
が
、
肉
体
に
変
容
を
も
た
ら
す
形
で
ダ
イ
レ
ク
ト
に
反

映
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
解
釈
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

①
行
自
で
詩
的
主
体
の
肉
体
に
ま
と
わ
り
つ
く
「
藻
ぐ
さ
」
は
、
「
手
」
を

ど
こ
ま
で
伸
長
さ
せ
て
も
「
く
ら
げ
」
を
得
る
こ
と
の
出
来
ぬ
不
安
を
象
徴
し

た
も
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
⑥
行
自
で
肉
体
が
「
月
光
の
水
に
ひ
た
」
っ
て
い

る
こ
と
に
改
め
て
言
及
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
く
ら
げ
」
日
〈
海
月
〉
と
い
う

字
面
に
も
象
徴
さ
れ
て
い
る
空
間
の
質
感
の
暖
味
さ
も
ま
た
、
不
安
の
摂
源
の

一
要
素
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
直
す
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
こ
の
行
が
順
接
の

助
一
利
「
て
」
で
結
ば
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
⑦
行
自
に
於
け
る
「
わ
が
身
」
の

「
破
璃
」
へ
の
変
容
が
こ
の
不
安
の
結
果
と
し
て
生
じ
た
こ
と
が
明
確
化
さ
れ

る
。
「
政
璃
」
す
な
わ
ち
ガ
ラ
ス
に
は
透
明
さ
・
硬
質
さ
・
砕
け
易
さ
と
い
う

三
つ
の
属
性
が
存
在
す
る
が
、
こ
れ
ら
に
対
応
す
る
形
で
母
「
わ
が
身
」
告
体

の
消
失
、
融
「
わ
が
身
」
の
柔
軟
性
の
喪
失
、
母
「
わ
が
身
」
の
崩
壊
と
い
う

三
つ
の
危
機
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
重
層
的
に
込
め
ら
れ
て
い
る
の
を
解
読
す
る

こ
と
が
可
能
だ
。
⑦
行
自
は
さ
ら
に
、
疑
問
の
終
助
一
部
「
か
」
で
行
末
が
結
ば

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
断
一
一
一
一
口
を
西
遊
す
る
形
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
詩

的
主
体
が
「
わ
が
身
」
す
な
わ
ち
自
身
の
肉
体
に
つ
い
て
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を

喪
失
し
つ
つ
あ
る
こ
と
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
「
破
璃
」
の

属
性
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
一
ニ
つ
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
と
も
関
連
を
持
つ
。
ま
た
、
「
破

璃
」
(
そ
し
て
「
月
光
」
が
)
「
温
室
」

ω号
詩
的
(
い

E
E
g
-
-∞
窓
の
詩
人
と
し

て
の
メ

i
テ
ル
リ
ン
ク
を
想
起
さ
せ
得
る
言
葉
で
あ
っ
た
の
は
、
こ
こ
で
記
す

ま
で
も
な
か
ろ
う
。

③
行
自
の
「
つ
め
た
く
し
て
透
き
と
ほ
る
も
の
」
が
一
体
何
を
指
し
て
い
る

の
か
明
確
に
は
提
示
さ
れ
て
い
な
い
。
久
保
忠
夫
氏
は
こ
の
フ
レ
ー
ズ
に
つ
い

て
「
月
光
を
浴
び
て
青
白
く
透
き
と
お
っ
た
」
「
海
水
の
様
子
」
で
あ
る
と
の

解
釈
を
付
し
て
い
る
が
、
「
く
ら
げ
」
の
菜
、
天
状
の
肉
体
の
一
質
感
を
想
起
さ
せ

も
す
る
。
ま
た
、
「
つ
め
た
」
い
こ
と
と
「
透
き
と
ほ
」
っ
て
い
る
こ
と
は
「
毅

璃
」
に
も
共
通
し
て
い
る
属
性
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
水
」
と
「
く
ら
げ
」
と
「
破

璃
」
と
い
う
三
つ
の
ア
イ
テ
ム
が
共
有
し
て
い
る
属
性
を
抽
出
し
、
主
語
を
明

確
に
名
指
す
の
を
回
避
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
③
行
自
も
ま
た
重
層
的
な
ニ
ュ

ア
ン
ス
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
母
周
囲
に
満
ち
た
「
水
」
そ
の
も
の
の
「
つ
め

た
」
さ
、
場
「
く
ら
げ
」
を
「
捉
へ
」
ら
れ
な
い
絶
望
感
、
品
切
詩
的
主
体
自
身
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の
「
身
体
」
が
精
神
の
統
率
か
ら
誰
離
し
「
破
璃
の
た
ぐ
い
」
に
な
り
つ
つ
あ

る
危
機
感
1

1
よ
」
の
三
要
素
が
混
然
一
体
と
な
っ
て
「
流
れ
て
や
ま
」
な
い
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
詩
的
主
体
の
精
神
は
「
た
ま
し
い
」
(
③
行
自
)

と
名
指
さ
れ
、
「
ふ
か
み
に
し
づ
み
、
/
溺
る
、
」
(
⑮
i
⑪
行
自
)
と
ま
る
で

実
体
の
あ
る
も
の
の
よ
う
に
扱
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
客
体
化
さ
れ
、
「
わ
が

身
」
か
ら
の
分
離
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
さ
に
詩
的
主
体
は
死
に
直
面

し
て
い
る
の
だ
。

「
わ
が
身
」
か
ら
分
離
し
つ
つ
あ
る
「
た
ま
じ
い
」
は
結
局
、
自
ら
の
意
志

の
力
で
こ
の
状
況
を
克
服
す
る
こ
と
が
国
難
と
な
り
、
⑫
行
自
か
ら
⑪
行
自
に

か
け
て
、
聖
母
「
マ
リ
ヤ
」
に
「
信
願
」
(
こ
こ
で
は
信
仰
や
願
い
と
い
っ
た

意
味
に
採
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
)
を
届
け
よ
う
と
す
る
。

聖
母
の
名
前
は
へ
ブ
ラ
イ
認
で
「
マ
リ
ヤ
ム
」
も
し
く
は
「
ミ
リ
ヤ
ム
」
と

さ
れ
て
お
り
、
一
滴
の
水
の
意
の
玄
〉
同
に
海
の
意
の
J

ヘ
〉
玄
が
重
ね
ら
れ
た
、

あ
る
い
は
女
予
一
一
一
一
口
者
や
見
神
者
の
意
を
表
す
玄
ペ
百
〉
玄
が
語
源
と
な
っ
て
い

(
初
}

る
と
い
う
。
ま
た
明
治
期
の
資
料
に
も
「
マ
リ
ヤ
」
の
語
源
と
海
を
結
び
つ
け

た
記
述
が
見
ら
れ
る
。
さ
ら
に
「
マ
リ
ヤ
」
に
つ
い
て
は
、
生
涯
の
終
わ
り
に

そ
の
遺
体
が
天
を
昇
っ
て
い
っ
た
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
〈
被
昇
天
〉
の
伝
承
が

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
「
祈
鵡
」
の
対
象
は
海
H
水
中
、
そ
し

て
天
持
空
中
と
い
う
こ
つ
の
空
間
の
イ
メ
ー
ジ
を
背
負
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
希
求
の
対
象
が
「
く
ら
げ
」
H

〈
海
月
〉
で
あ
る
こ
と
も
併
せ
て
、

「
折
轄
」
の
対
象
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
極
め
て
強
い
制
作

構
想
上
の
作
為
を
看
取
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
〈
海
月
〉
と

は
加
に
「
く
ら
げ
」
に
充
て
ら
れ
る
〈
水
母
〉
と
い
う
字
国
自
体
が
、
海
の
聖

母
で
あ
る
「
マ
リ
ヤ
」
を
想
起
さ
せ
る
。
つ
ま
り
詩
的
主
体
が
「
与
へ
し
め
て

よ
」
(
⑬
行
自
)
H
〈
与
え
よ
〉
と
折
る
、
「
裁
翠
の
く
ら
げ
」
と
は
「
マ
リ
ヤ
」

す
な
わ
ち
聖
性
と
母
性
の
両
立
し
た
存
在
と
等
舗
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
「
海
」

と
「
月
」
、
「
く
ら
げ
」
、
「
マ
リ
ヤ
」
が
一
一
一
一
口
葉
遊
び
を
通
し
て
緊
密
に
絡
み
合
っ

た
空
間
が
本
作
品
に
は
構
築
さ
れ
て
い
る
。

本
作
品
は
「
月
光
の
中
」
を
遊
泳
す
る
「
く
ら
げ
」
の
群
れ
の
描
写
(
⑬
i

⑬
行
自
)
に
よ
っ
て
閉
じ
ら
れ
る
が
、
①
行
自
と
⑬
行
自
は
主
語
に
あ
た
る
も

の
が
詩
的
主
体
か
ら
「
く
ら
げ
」
に
切
り
替
わ
っ
た
だ
け
で
、
実
質
的
に
対
を

な
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
詩
篇
全
体
が
い
わ
ば
円
環
的
な
構
造
を
持

つ
こ
と
と
な
る
。
⑬
行
自
の
ド
ッ
ト
の
連
続
よ
り
も
後
の
部
分
が
付
加
さ
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
作
品
内
の
事
象
の
流
れ
が
直
線
的
な
も
の
か
ら
円
環
的
な
も

の
に
変
わ
っ
た
こ
と
が
表
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
群
れ
を
な
し
て
泳
ぐ
「
く
ら
げ
」

た
ち
を
詩
的
主
体
の
局
間
に
広
が
る
空
間
ご
と
、
ル
ー
プ
の
中
に
閉
じ
込
め
て

し
ま
う
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
に
よ
っ
て
、
死
の
危
機
に
瀕
し
て
い
る
詩
的
主

体
の
も
と
に
、
再
び
生
の
時
期
が
循
環
し
て
く
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
の
だ
。

向
時
に
、
詩
的
主
体
の
求
め
る
「
く
ら
げ
」
日
「
マ
リ
ヤ
」
H

〈
塑
性
+
母
性
〉
の

永
続
性
あ
る
い
は
普
遍
性
も
前
面
に
押
し
出
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
内
容
で

は
な
く
詩
篇
そ
の
も
の
の
フ
ォ
ル
ム
に
頼
っ
た
円
環
状
の
時
空
の
構
築
は
、
作

品
の
外
の
〈
書
き
手
〉
の
意
志
の
介
入
を
強
く
示
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
ま

た
そ
れ
は
「
海
」
「
月
」
「
く
ら
げ
」
等
を
め
ぐ
る
字
面
を
通
し
た
連
関
性
や
連

想
、
多
層
的
な
解
釈
を
呼
ぶ
諾
畿
の
選
択
に
も
看
取
さ
れ
る
。
先
述
し
た
よ
う

に
、
詩
的
主
体
と
生
身
の
作
者
自
身
の
分
裂
へ
の
自
覚
が
本
作
品
か
ら
看
取
さ

れ
る
こ
と
は
既
に
小
関
和
弘
氏
に
よ
る
指
摘
が
あ
る
が
、
こ
こ
に
浮
上
し
て
く

る
の
は
作
品
内
の
時
空
を
構
築
す
る
こ
と
H

〈
響
く
〉
行
為
に
よ
っ
て
、
〈
書
き

手
〉
自
身
が
詩
的
主
体
に
謀
せ
ら
れ
た
危
機
的
な
「
運
命
」
を
克
服
し
よ
う
と
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し
て
い
る
可
能
性
だ
。
作
品
内
の
時
空
間
そ
の
も
の
の
在
り
方
を
組
み
替
え
て

し
ま
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
間
雛
な
状
況
か
ら
の
出
口
を
見
出
そ
う
と
す
る
の
で

あ
る
。さ

て
、
前
節
で
も
ま
と
め
た
よ
う
に
、
本
作
品
発
表
当
時
の
日
本
に
お
い
て

「
青
い
鳥
」
は
人
間
の
意
志
の
力
を
肯
定
す
る
物
語
と
し
て
受
容
さ
れ
て
き
た
。

そ
の
観
点
か
ら
考
え
る
と
希
求
の
対
象
を
自
ら
の
「
手
」
で
掴
む
こ
と
が
出
来

ず
に
肉
体
と
精
神
の
分
離
に
追
い
込
ま
れ
て
ゆ
く
「
月
光
と
折
祷
」
の
詩
的
主

体
の
姿
は
、
そ
れ
に
挫
折
し
か
け
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
こ
で
注

目
し
た
い
の
が
題
名
に
も
含
ま
れ
て
い
る
「
祈
議
」
と
い
う
行
為
で
あ
る
。
本

作
品
に
お
い
て
「
マ
リ
ヤ
」
は
先
述
し
た
通
り
、
「
祈
祷
」
の
対
象
で
あ
る
と

問
時
に
、
希
求
の
対
象
に
等
価
な
も
の
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
こ
こ
で
の
「
折
棒
」

と
は
詩
的
主
体
が
希
求
の
対
象
に
ス
ト
レ
ー
ト
に
働
き
か
け
る
と
い
う
1
1
1

自
ら
の
「
手
」
で
「
く
ら
げ
」
を
掘
も
う
と
す
る
の
に
相
当
す
る

i
i
l積
極
的

な
仔
為
と
も
(
結
果
と
し
て
)
な
っ
て
い
る
。
同
時
に
「
マ
リ
ヤ
」
は
水
中
と

空
中
と
い
う
こ
つ
の
イ
メ
ー
ジ
を
背
負
っ
て
い
る
存
在
で
あ
る
の
も
既
に
確
認

し
た
が
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
詩
的
主
体
を
包
み
込
む
「
月
光
の
水
」
で
満
た
さ

れ
た
空
間
間
そ
の
も
の
が
「
マ
リ
ヤ
」
の
分
身
で
あ
る
と
も
言
え
る
。
「
青
い
鳥
」

で
は
自
常
生
活
の
事
物
に
潜
む
精
暗
殺
た
ち
と
チ
ル
チ
ル
・
ミ
チ
ル
が
交
流
す
る

が
、
そ
れ
に
は
住
め
て
近
い
世
界
観
が
看
取
さ
れ
る
。
つ
ま
り
本
作
品
は
「
青
い

鳥
」
第
三
幕
一
一
場
「
夜
の
宮
殿
」
の
場
面
を
表
面
的
に
借
用
し
た
だ
け
で
は
な
く
、

出
典
か
ら
解
読
さ
れ
得
た
思
想
性
を
も
組
み
込
ん
だ
も
の
と
し
て
読
む
こ
と
が

出
来
る
の
で
あ
る
。
た
だ
単
純
に
「
青
い
鳥
」
の
ス
ト
ー
リ
ー
が
な
ぞ
ら
れ
る

の
で
は
な
く
、
「
鳥
」
が
「
く
ら
げ
」
臼
〈
海
月
〉
に
改
変
さ
れ
、
「
マ
リ
ヤ
」
や

「
月
光
の
水
」
で
満
た
さ
れ
た
空
間
と
の
文
字
を
通
じ
た
連
関
が
提
示
さ
れ
る
。

ま
た
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
「
腎
い
鳥
」
が
再
現
さ
れ
て
い
る
と
い
う
矯
造
が
「
月

光
と
祈
鵡
」
か
ら
は
看
取
さ
れ
る
。

4 

最
後
に
「
月
光
と
祈
鵡
」
が
発
表
さ
れ
た
向
月
、
若
山
牧
水
主
宰
の
「
創
作
」

五
月
号
に
発
表
さ
れ
た
詩
篇
「
春
自
」
と
の
比
較
を
行
っ
て
み
た
い
。
本
作
品

は
「
禦
明
と
樹
木
」
「
遠
望
」
「
浮
名
」
「
利
根
川
の
岸
辺
よ
り
」
と
同
時
掲
載
さ
れ
、

「
月
光
と
祈
祷
」
と
同
様
に
「
純
情
小
曲
集
」
の
「
愛
憐
詩
篇
」
の
パ

i
ト
に
「
洋

銀
の
胆
」
と
改
題
の
上
で
収
録
さ
れ
て
い
る
。
久
保
忠
夫
氏
は
本
作
品
と
「
月

光
と
折
鶴
」
が
「
向
巧
異
曲
」
の
も
の
で
あ
り
、
室
生
犀
星
の
連
作
「
小
景
異

情
」
中
の
一
橋
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

春
自

①
し
げ
る
草
む
ら
を
た
づ
ね
つ
¥

②
な
に
を
欲
し
さ
に
呼
ば
へ
る
わ
れ
ぞ
、

③
ゆ
く
ゆ
く
葉
、
つ
ら
に
き
さ
れ
て

④
指
も
真
紅
に
ぬ
れ
ぬ
れ
ぬ
、

①
な
ほ
も
ひ
ね
も
す
は
し
り
ゆ
く
、

⑥
く
さ
む
ら
深
く
忘
れ
つ
る
、

⑦
洋
銀
の
盟
を
た
づ
ね
行
く
、

③
わ
が
哀
し
み
に
く
る
め
け
る
、

⑨
も
も
い
ろ
う
す
き
日
の
し
た
に
、



⑬
自
く
光
り
て
涙
ぐ
む

。
洋
銀
の
血
を
た
づ
ね
行
く
、

⑫
草
む
ら
深
く
忘
れ
つ
る
、

⑬
洋
銀
の
監
は
い
づ
こ
に
あ
り
や
。

(
各
行
頭
の
ナ
ン
バ
ー
は
筆
者
に
よ
る
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初
出
版
と
単
行
本
版
に
於
け
る
大
き
な
異
同
と
し
て
は
①
行
自
の
「
さ
さ
れ

て
」
が
「
さ
さ
く
れ
て
」
に
改
め
ら
れ
て
い
る
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
「
葉
、
つ
ら
に
」

と
い
う
言
葉
に
該
当
部
分
が
修
飾
さ
れ
て
い
る
点
お
よ
び
、
「
習
作
集
」
第
九

巻
に
収
録
さ
れ
た
本
作
品
の
異
稿
で
は
「
さ
〉
く
れ
て
」
に
な
っ
て
い
る
点
を

考
癒
す
る
と
、
脱
字
で
あ
る
可
能
性
が
極
め
て
高
い
(
ま
た
筑
摩
書
房
版
の
全

集
で
も
そ
う
判
断
さ
れ
て
い
る
)
。
よ
っ
て
本
論
文
で
は
こ
の
部
分
に
関
し
て

は
「
さ
さ
く
れ
て
」
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
読
解
を
す
る
。

本
作
品
の
詩
的
主
体
は
「
洋
銀
の
血
」
を
探
し
て
、
自
ら
の
「
指
」
が
「
葉

義
」
の
ざ
ら
つ
き
に
傷
つ
け
ら
れ
て
血
ま
み
れ
に
な
る
の
も
構
わ
ず
に
、
一
日

中
「
草
む
ら
」
の
中
を
走
り
由
っ
て
い
る
。
②
行
自
「
何
を
欲
し
さ
に
呼
ば
へ

る
わ
れ
ぞ
、
」
と
い
う
自
分
自
身
を
突
き
放
し
て
表
現
し
て
い
る
描
写
は
、
「
月

光
と
析
一
瞬
」
に
看
取
さ
れ
る
身
体
描
写
を
通
じ
た
自
身
の
客
体
化
と
重
ね
合
わ

せ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
作
品
で
詩
的
主
体
「
わ
れ
」

の
希
求
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
「
洋
銀
の
血
」
は
⑤
行
自
そ
し
て
⑫
行
自
の
「
忘

れ
つ
る
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
元
々
は
「
わ
れ
」
自

身
に
よ
っ
て
所
有
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
③
行
自
か
ら
⑪
行
自
に

か
け
て
は
、
「
わ
れ
」
の
「
哀
し
み
」
の
象
徴
で
あ
る
春
の
夕
方
の
「
も
も
い
ろ
」

が
か
っ
た
日
ざ
し
を
浴
び
て
、
「
洋
銀
の
血
」
が
「
自
く
光
り
て
涙
ぐ
む
」
、
つ

ま
り
詩
的
主
体
の
抱
え
て
い
る
悲
哀
の
感
情
を
共
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が

記
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
詩
的
主
体
の
感
情
の
投
影
さ
れ
た
「
も
も
い
ろ
」
の
光

を
単
純
に
反
射
し
て
「
涙
ぐ
む
」
の
で
は
な
く
「
白
く
光
」
る
と
い
う
部
分
に
、

「
洋
銀
の
皿
」
の
独
立
性
も
読
ま
ね
ば
な
る
ま
い
。
「
洋
銀
の
血
」
は
決
し
て
「
わ

れ
」
か
ら
欠
落
し
た
「
わ
れ
」
の
一
部
分
で
は
な
い
。
「
わ
れ
」
の
所
有
物
で

あ
り
「
わ
れ
」
の
感
情
を
共
有
す
る
存
在
で
は
あ
る
が
、
完
全
に
は
「
わ
れ
」

と
は
イ
コ
ー
ル
で
結
び
つ
け
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
月
光

と
折
鶴
」
に
看
取
さ
れ
る
〈
書
き
手
〉
自
身
と
詩
的
主
体
の
関
係
性
と
相
似
形

を
描
い
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
本
作
品
の
詩
的
主
体
は
「
月
光
と
折
鵡
」
の
よ
う
に
「
祈
祷
」

な
ど
捧
げ
る
こ
と
も
な
く
、
血
液
後
ま
で
自
分
自
身
で
「
洋
銀
の
血
は
い
づ
こ
に

あ
り
や
」
(
⑬
行
自
)
と
向
い
続
け
る
。
自
分
の
希
求
の
対
象
が
ど
こ
に
あ
る

の
か
わ
か
ら
な
い
こ
と
を
嘆
く
ば
か
り
で
終
わ
る
の
で
あ
る
。
「
月
光
と
祈
稽
」

で
詩
的
主
体
自
身
が
光
の
中
を
「
泳
」
ぐ
こ
と
に
よ
っ
て
空
間
そ
の
も
の
を
水

中
へ
と
変
容
さ
せ
て
い
っ
た
よ
う
な
主
体
性
は
な
い
。
ま
た
字
部
の
操
作
と
内

容
と
の
緊
密
な
連
関
も
こ
こ
に
は
み
ら
れ
な
い
。
希
求
す
る
対
象
を
手
に
入
れ

る
こ
と
が
出
来
ず
訪
復
す
る
詩
的
主
体
と
い
う
構
図
で
共
通
す
る
作
品
が
、
同

時
期
に
発
表
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
だ
け
の
差
異
が
生
じ
た
の

は
や
は
り
〈
書
く
〉
と
い
う
行
為
の
対
象
化
の
有
無
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

「
青
い
鳥
」
と
い
う
出
典
の
解
体
と
再
構
成
を
通
し
て
、
「
月
光
と
祈
祷
」
で

成
し
遂
げ
ら
れ
た
の
は
、
詩
的
主
体
を
包
む
空
間
(
「
月
光
の
水
」
)
、
希
求
の

対
象
(
「
く
ら
げ
」
)
、
そ
し
て
「
祈
鵡
」
の
対
象
(
「
マ
リ
ヤ
」
)
と
い
う
三
者

の
一
致
で
あ
っ
た
。
ま
た
こ
れ
ら
三
者
を
一
致
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
詩
的
主

体
自
身
の
行
為
(
「
泳
」
ぐ
こ
と
)
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
、
詩
的
主
体
を
包
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ん
で
い
る
「
光
」
と
「
水
」
の
境
界
が
暖
昧
な
空
間
日
希
求
の
対
象
H

「
祈
鵡
」

の
対
象
を
、
詩
的
主
体
自
身
が
掴
む
こ
と
が
出
来
な
い
と
い
う
ヲ
閉
塞
し
た
状
況

が
描
き
出
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
一
致
の
中
心
に
は
「
海
」
と
「
月
」
を
め

ぐ
る
言
葉
の
操
作
が
軸
と
し
て
据
え
ら
れ
て
い
る
。
詩
的
主
体
は
こ
の
状
況
を

「
折
藤
」
に
よ
っ
て
突
破
し
よ
う
と
す
る
が
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
作
品
の

外
の
〈
審
き
手
〉
の
介
入
が
暗
示
さ
れ
る
形
の
決
着
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
と

な
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
に
は
〈
審
く
〉
こ
と
の
対
象
化
(
を
通
し
た
典
拠
の
解

体
と
再
構
成
)
に
よ
っ
て
生
じ
た
閉
塞
を
、
や
は
り
〈
響
く
〉
こ
と
の
対
象
化
(
を

通
し
た
作
品
内
の
時
空
関
の
変
容
)
に
よ
っ
て
克
服
す
る
と
い
う
構
国
が
看
取

さ
れ
る
。

「
月
光
と
祈
祷
」
は
先
行
論
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
、
詩
的
主
体
と
〈
書

き
手
〉
の
分
裂
に
対
す
る
自
覚
の
可
能
性
が
示
さ
れ
て
い
る
点
で
、
荻
原
朔
太

郎
の
作
品
制
作
史
に
お
い
て
癌
期
的
な
一
矯
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ

れ
は
た
だ
単
に
自
覚
の
み
に
は
止
ま
ら
な
い
。
詩
的
主
体
と
〈
書
き
手
〉
の
分

裂
に
よ
っ
て
詩
的
主
体
は
極
め
て
危
機
的
な
状
況
に
追
い
込
ま
れ
る
。
そ
し

て
、
そ
の
よ
う
な
状
況
の
克
服
へ
の
道
も
ま
た
i
i
i
詩
的
主
体
の
「
祈
穣
」
と

い
う
行
為
を
開
に
配
置
し
た
上
で

l
iこ
の
分
裂
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
つ
ま
り
「
月
光
と
祈
祷
」
は
、
詩
的
主
体
と
〈
書
き
手
〉
の
分
裂
が
一

体
何
を
起
こ
し
得
る
の
か
、
「
青
い
鳥
一
の
変
奏
を
通
じ
て
、
そ
の
可
能
性
を

提
示
し
て
み
せ
た
作
品
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

注(
l
)

坪
井
秀
人
つ
光
る
手
。
と

φ

い
た
め
る
手
。
1

1
プ
レ
《
ゆ
罪
詩
篇
》
の
側
面
」

(
「
名
古
屋
大
学
国
語
国
文
学
」
五
十
五
号
、
昭
和
五
十
九
年
十
二
月
↓
坪
井
秀
人
世
秩

原
朔
太
郎

A

詩
〉
を
ひ
ら
く
」
平
成
元
年
四
月
初
版
、
和
泉
書
院
刊
)
等
。

(
2
)

小
関
和
弘
「
〈
ゆ
罪
持
続
〉
へ
の
道
1

1
朔
太
郎
詩
の
問
題
の
一
所
在
1

1
」

(
「
語
文
論
議
」
九
号
、
昭
和
五
十
六
年
九
月
↓
坪
井
秀
人
編
「
日
本
文
学
研
究
資

料
新
築
倒
的
荻
原
朔
太
郎
・
感
情
の
詩
学
」
昭
和
六
十
三
年
六
月
初
版
、
有
精
堂
刊
)
。

た
だ
し
こ
の
論
文
で
分
析
さ
れ
て
い
る
の
は
「
月
光
と
海
月
」
に
改
題
さ
れ
た
吋
純

情
小
山
集
』
の
収
録
バ
ー
ジ
ョ
ン
で
あ
る
。

(
3
)

長
野
隆
「
萩
原
朔
太
郎
・
陰
画
の
原
理
」
(
「
詩
論
」
七
号
、
昭
和
六
十
年
六

月
1
一
何
十
号
、
昭
和
六
十
一
年
十
二
月
↓
長
野
隆
一
端
台
秋
原
朔
太
郎
の
世
界
」
昭

和
六
十
二
年
六
月
初
版
、
砂
子
屋
警
一
既
刊
)
。
本
論
文
で
は
昭
和
六
十
三
年
四
月
再

版
の
単
行
本
版
を
参
照
し
た
。
ち
な
み
に
北
川
透
氏
は
本
作
品
の
「
く
ら
げ
」
を

「
も
や
も
や
と
し
た
性
的
な
欝
屈
の
な
か
に
い
る
〈
わ
れ
〉
が
、
求
め
て
も
求
め
ら

れ
な
い
性
愛
の
対
象
の
象
徴
」
(
吋
荻
原
朔
太
郎
〈
一
一
一
一
口
語
革
命
〉
弘
国
平
成
七
年
三
月
、

筑
摩
欝
房
刊
)
で
あ
る
と
解
釈
し
て
い
る
。

(
4
)
北
川
冬
彦
解
説
・
久
保
忠
夫
注
釈
「
日
本
近
代
文
学
大
系
幻
萩
原
朔
太

郎
集
」
(
昭
和
田
十
六
年
五
月
、
角
川
書
庖
刊
)
。

(
5
)

こ
の
津
久
井
宛
て
の
書
簡
に
は
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

「
ぁ
、
然
し
思
へ
ば
真
の
幸
福
と
い
ふ
も
の
は
得
が
た
い
も
の
だ
、
私
は
今
、
脚
本

を
作
り
か
け
て
語
る
、
そ
の
筋
は
、
幸
福
と
歓
楽
を
求
め
ん
と
し
て
そ
の
屈
を
探

し
歩
く
旅
人
を
主
人
公
と
し
た
も
の
で
一
寸
「
青
い
鳥
」
の
筋
の
よ
う
な
も
の
で

あ
る
、
(
略
こ

な
お
、
こ
の
時
期
周
辺
の
萩
原
朔
太
郎
と
メ
!
テ
ル
リ
ン
ク
作
品
の
関
わ
り
を

示
す
資
料
と
し
て
は
、
こ
の
書
簡
の
他
に
、
明
治
四
十
五
年
五
月
十
六
日
津
久
井

宛
て
書
簡
で
、
同
年
の
四
月
に
帝
劇
で
自
由
劇
場
が
公
演
し
た
「
タ
ン
タ
ア
ジ
ル

の
死
」
の
評
判
に
つ
い
て
触
れ
た
も
の
が
残
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
「
月
光
と
析
鵡
」
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発
表
の
二
年
後
に
な
っ
て
し
ま
う
が
、
「
詩
歌
」
大
正
五
年
七
月
号
に
発
表
さ
れ
た

詩
的
散
文
「
握
っ
た
手
の
感
覚
」
に
は
「
凡
て
の
近
代
西
洋
人
は
、
私
と
共
鳴
す

る
性
格
」
を
持
っ
て
い
る
と
し
た
上
で
、
「
好
き
」
な
「
西
洋
人
」
と
し
て
ア
ン
ド

レ
i
エ
フ
や
ガ
ル
シ
ン
等
と
と
も
に
メ

i
テ
ル
リ
ン
ク
の
名
を
挙
げ
、
「
月
光
と
祈

祷
」
で
下
敷
き
に
さ
れ
た
の
と
同
じ
「
青
い
鳥
」
制
問
中
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
引
用
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
開
年
六
月
初
旬
に
も
高
橋
元
吉
に
宛
て
ら
れ
た
書
簡
に
も
一
同
じ

エ
ピ
ソ
ー
ド
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。

(
6
)

榊
原
貫
教
「
メ

i
テ
ル
リ
ン
ク
翻
訳
作
品
年
表
」
(
「
翻
訳
と
歴
史
」
十
六
号
、

平
成
十
八
年
七
月
↓
ナ
ダ
出
版
セ
ン
タ
ー
ホ
!
ム
ペ

i
ジ

Z
G・¥
¥
}
5
5
3認め
ω-

zq・8
2
¥
2色
白
¥
℃
出
向
。
。
主

Z
B一
)
。
本
論
文
で
は
平
成
二
十
二
年
十
二
月
一
日
午

前
三
時
三
十
分
に
取
得
し
た
君
。
σ
版
の
デ
ー
タ
を
参
照
し
た
。

(
ア
)
長
谷
川
天
渓
「
メ

i
テ
ル
リ
ン
ク
の
「
青
い
鳥
」
を
見
る
」
(
「
早
稲
田
文
学
」

六
十
六
号
、
明
治
四
十
四
年
五
月
)

(
8
)

末
国
善
己
氏
は
三
青
い
向
乏
と
日
本
人

i
l誤
解
さ
れ
た
ま
ま
愛
さ
れ
て

1
0
0
年
」
(
「
紡
」
一
二
号
、
平
成
二
十
三
年
八
月
)
の
中
で
、
島
田
・
東
訳
の
単

行
本
を
出
版
し
た
実
業
之
百
本
社
の
社
員
に
は
メ

i
テ
ル
リ
ン
ク
流
行
の
中
心
と

な
っ
た
早
稲
田
大
学
の
出
身
者
が
多
く
、
そ
れ
が
「
青
い
鳥
」
の
出
版
に
も
つ
な
が
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
推
測
を
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
東
も
早
稲
田
大
学
の
出

身
者
で
あ
る
。

(9)

単
行
本
は
大
正
二
年
二
月
、
籾
山
番
活
問
。

(
凶
)
向
田
哲
蔵
「
「
邸
内
い
鳥
」
の
象
徴
的
意
義
」
(
「
静
観
と
思
想
」
大
正
出
年
凶
丹
、

警
醒
社
審
倍
刊
)
。

(
日
)
例
え
ば
岡
田
哲
蔵
の
前
掲
評
論
の
以
下
の
部
分
に
そ
れ
は
窺
え
る
だ
ろ
う
。

「
神
秘
は
我
等
を
包
閉
し
て
居
る
。
遼
遠
の
境
の
み
な
ら
ず
、
聞
紙
前
に
あ
る
。
一
合
な

政
等
の
内
に
あ
る
。
学
問
や
宗
教
が
与
へ
た
過
去
の
説
明
は
悉
く
不
完
全
を
極
め

て
居
る
。
我
等
は
深
く
反
省
し
、
密
に
観
察
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
否
な
我
等
自
ら
が

こ
の
神
秘
な
る
力
の
中
に
居
て
呼
吸
に
行
動
に
脈
絡
棺
通
じ
波
動
相
打
つ
を
感
得

せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
(
略
こ

(
ロ
)
菊
田
茂
男
「
メ

i
テ
ル
リ
ン
ク
」
(
福
田
光
治
・
剣
持
武
彦
・
小
玉
晃
一
編
「
欧

米
作
家
と
日
本
近
代
文
学
第
三
巻
ロ
シ
ア
・
北
欧
・
南
欧
一
縮
」
昭
和
五
十
一

本
十
一
月
、
教
育
出
版
セ
ン
タ
ー
刊
)

(
日
)
上
田
敏
「
マ
ア
テ
ル
リ
ン
ク
」
(
「
明
星
」
明
治
三
十
九
年
五
月
i
六
月
↓
吋
文

芸
講
話
」
明
治
四
十
年
三
月
、
金
尾
文
淵
堂
刊
)
。

(
日
目
)
越
智
治
維
「
明
治
大
正
の
劇
文
学
」
(
昭
和
田
十
六
年
九
月
、
塙
書
一
房
刊
)
。

(
日
)
久
保
忠
夫
氏
は
前
掲
書
に
お
い
て
こ
の
削
除
は
「
「
弱
翠
の
く
ら
げ
」
と
い

う
耕
太
郎
の
「
青
い
鳥
」
を
打
ち
出
す
こ
と
の
不
利
を
さ
と
っ
た
た
め
か
も
知
れ

な
い
」
と
い
う
推
定
を
行
っ
て
い
る
。

(
ぱ
山
)
安
智
史
「
ひ
び
き
の
奨
学
1
1
1
萩
原
朔
太
郎
の
文
語
詩
観
」
(
「
立
教
大
学

日
本
文
学
」
七
十
七
号
、
平
成
十
年
一
月

i
安
智
史
「
荻
原
朔
太
郎
と
い
う
メ
デ
ィ

ア
ひ
き
裂
か
れ
る
近
代
/
詩
人
」
平
成
二
十
年
一
月
初
版
、
森
話
社
刊
)
。

(
げ
)
小
関
和
弘
氏
は
前
掲
論
文
に
お
い
て
「
月
光
の
海
に
泳
ぐ
海
月
、
(
月
)
光

と
海
(
月
)
、
と
い
っ
た
エ
ク
リ
チ
ュ
!
ル
の
次
元
で
既
に
、
対
象
と
言
葉
と
の
融

合
が
計
ら
れ
て
い
る
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
「
月
光
の
水
」
と
い
う
表
現
に
つ
い

て
も
、
月
光
と
水
の
境
域
が
一
小
分
明
に
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

(
出
)
大
観
文
彦
「
一
一
言
海
』
(
明
治
二
十
二
年
五
月
刊
)
、
落
合
直
文
で
」
と
ば
の
泉
」

(
明
治
三
十
七
年
一
月
第
二
十
一
版
、
大
倉
害
賠
)
、
金
沢
庄
三
郎
「
辞
林
」
(
明
治

四
十
四
年
改
訂
第
凶
版
、
三
省
堂
刊
)
ヤ
山
間
美
妙
「
大
辞
典
」
(
明
治
問
十
五
年

五
月
、
関
山
堂
刊
)
と
い
っ
た
諾
辞
替
で
は
「
破
璃
」
も
し
く
は
「
硝
子
」
の
項
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自
に
於
い
て
、
こ
の
三
つ
の
語
釈
が
共
通
し
て
押
さ
え
ら
れ
て
い
る
。

(
円
)
久
保
忠
夫
前
掲
響
。

(
却
)
竹
下
節
子
「
聖
母
マ
リ
ア
〈
異
端
〉
か
ら
〈
女
王
〉
へ
」
(
平
成
十
年
八

月
初
版
、
講
談
社
刊
)
。

(
幻
)
一
例
と
し
て
竪
ア
ル
ホ
ン
ソ
著
浦
川
和
三
郎
訳
「
家
庭
叢
審
第
輩
縞
堅

母
マ
リ
ア
七
の
悲
髄
」
(
明
治
四
十
三
年
三
月
初
版
、
天
主
堂
刊
)
よ
り
以
下
に
引

用
す
る
。
傍
線
部
は
原
文
マ
マ
。

「
(
略
)
稿
者
対
川
ぺ
刈
叶
の
解
釈
に
よ
る
と
、
寸
叶
汁
と
い
ふ
名
は
色
々
の
意
味

う

み

い

ん

を
有
っ
て
居
る
が
、
「
苦
い
海
，
洋
」
の
義
も
あ
る
、
普
く
当
っ
た
名
と
一
文
は
ね
ば
な

ら
ぬ
、
海
洋
の
真
潮
の
蹴
く
苦
い
や
う
に
、
救
主
の
御
苦
難
を
絶
江
ず
思
ひ
や
っ

て
忘
れ
さ
ら
な
か
っ
た
寸
叶
汁
の
一
生
は
、
実
に
せ
ち
辛
い
一
生
で
は
な
か
っ
た

ら
う
か
(
略
こ

(
辺
)
「
青
い
鳥
」
の
第
一
幕
一
坊
に
は
ミ
チ
ル
が
初
め
て
対
語
し
た
光
の
精
の
こ

と
を
聖
母
の
よ
う
だ
と
形
容
す
る
場
面
が
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
光
の
精
の
衣
装
は

「
月
」
の
色
を
し
て
い
る
と
設
定
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
「
ス
バ
ル
」
連
殺
の
薪

藤
寅
一
訳
で
は
第
二
幕
一
場
に
お
い
て
、
光
の
精
の
衣
装
が
「
日
光
の
衣
服
」
で

あ
る
と
訳
出
さ
れ
て
い
る
。

(
お
)
「
与
え
し
め
て
よ
」
は
動
詞

74Jふ
」
連
用
形
+
助
動
詞
「
し
む
」
連
用
形

+
助
動
詞
「
つ
」
命
令
形
と
い
う
構
成
に
よ
る
フ
レ
ー
ズ
だ
が
、
「
し
む
」
を
使
役

の
意
で
採
っ
て
し
ま
う
と
〈
(
「
抑
制
翠
の
く
ら
げ
」
を
詩
的
主
体
に
)
与
え
さ
せ
よ
〉

と
い
、
つ
理
解
不
能
な
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
。
文
脈
上
、
こ
こ
で
は
〈
与
え
よ
〉

と
い
う
意
味
に
採
っ
て
お
く
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

(
討
)
上
智
学
院
新
カ
ト
リ
ッ
ク
大
事
典
編
纂
委
員
会
編
「
新
カ
ト
リ
ッ
ク
大
事

典
」
第
四
巻
(
平
成
二
十
一
年
四
月
、
研
究
社
刊
)
の
「
マ
リ
ア
」
の
項
目
に
お

い
て
、

p
-
ネ
メ
シ
エ
ギ
氏
は
「
普
通
の
女
の
場
合
に
は
相
入
れ
な
い
女
性
の
二

つ
の
理
想
像
、
す
な
わ
ち
、
神
の
み
に
向
か
っ
て
開
か
れ
て
い
る
お
と
め
の
あ
り

方
と
、
子
ど
も
を
温
か
く
包
む
母
親
の
あ
り
方
を
共
に
実
現
し
た
」
女
性
が
マ
リ

ア
で
あ
る
と
ま
と
め
て
い
る
。

(
お
)
室
生
犀
問
中
一
は
「
五
月
の
詩
壇
」
(
「
詩
歌
ー
一
大
正
三
年
六
月
)
に
於
い
て
、

本
作
品
の
「
祈
絡
体
を
帯
び
」
た
「
リ
ズ
ム
」
を
一
評
価
し
つ
つ
も
「
諾
諾
の
感
動

を
性
急
に
表
は
し
て
ゐ
る
」
点
を
批
判
し
て
い
る
。
ま
た
同
年
の
「
詩
歌
」
凶
月

号
に
三
月
の
前
橋
滞
在
(
こ
の
時
に
初
め
て
萩
原
と
対
面
し
て
い
る
)
に
材
を
採
っ

た
「
祈
鵡
」
と
い
う
散
文
を
掲
載
し
て
お
り
、
そ
こ
で
は
自
己
に
存
在
す
る
「
私

が
所
有
す
る
筈
の
も
の
で
あ
っ
て
顕
は
れ
ざ
る
物
を
喚
起
す
る
た
め
に
」
な
さ
れ

る
も
の
が
「
祈
檎
」
で
あ
る
と
定
義
し
て
い
る
。
田
村
圭
司
氏
は
「
萩
原
朔
太
郎

の
詩
的
達
成
i
i
iゆ
罪
詩
篇
を
軸
に
し
て
l
i
i
」
(
「
帯
広
短
期
大
学
紀
要
」
十
七
号
、

昭
和
五
十
五
年
三
月
↓
田
村
圭
再
編
「
日
本
文
学
研
究
大
成
萩
原
朔
太
郎
』
平

成
六
年
五
月
初
版
、
図
書
刊
行
会
刊
)
に
お
い
て
、
こ
の
時
期
の
室
生
と
萩
原
の

作
品
に
登
場
す
る
「
祈
祷
」
と
い
う
言
葉
に
不
在
の
物
を
顕
現
さ
せ
る
行
為
と
い

う
側
面
が
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
。

(
お
)
久
保
忠
夫
前
掲
書
。
ち
な
み
に
典
拠
と
な
っ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
室
生

犀
星
の
「
小
禁
異
情
(
そ
の
こ
」
(
「
朱
禦
』
大
正
二
年
五
月
↓
「
行
情
小
曲
集
』

大
正
七
年
九
月
、
感
情
詩
社
科
、
再
録
の
際
(
そ
の
一
二
)
に
改
題
)
の
初
出
版
は

以
下
の
よ
う
な
詩
で
あ
る
。
引
用
は
『
定
本
室
生
犀
星
全
詩
集
第
一
巻
』
(
昭
和

五
十
三
年
十
一
月
初
版
、
冬
樹
社
刊
)
に
よ
る
。

「
四
月
な
か
ば
の
曇
り
日
に
/
芝
革
山
の
濃
み
ど
り
に
忘
れ
つ
る
/
銀
の
時
計
を
た

づ
ね
ゆ
く
/
銀
の
時
計
を
う
し
な
へ
る
/
こ
こ
ろ
哀
し
ゃ
/
ち
ょ
ろ
ち
ょ
ろ
川
の

構
の
上
/
矯
に
も
た
れ
て
泣
い
て
居
り
。
」



「
濃
み
ど
り
」
の
中
に
「
銀
」
の
時
計
を
忘
れ
て
し
ま
う
と
い
う
シ
チ
ユ
エ

i
シ
ヨ

ン
は
確
か
に
「
春
日
」
と
共
通
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
「
春
日
」
で
は
、
コ
菜
、
つ
ら
」

に
傷
つ
け
ら
れ
る
指
と
い
っ
た
詩
的
主
体
の
身
体
の
描
写
ゃ
、
「
哀
し
み
」
が
夕
暮

れ
の
「
日
」
に
投
影
さ
れ
た
り
と
い
っ
た
表
現
上
の
操
作
が
あ
る
の
に
対
し
、
こ

ち
ら
は
「
こ
こ
ろ
哀
し
ゃ
」
や
「
泣
い
て
居
り
」
と
い
っ
た
単
純
な
心
情
表
現
に

終
始
し
て
い
る
。

(
幻
)
「
白
く
光
り
て
」
を
「
血
」
の
、
「
涙
ぐ
む
」
を
詩
的
主
体
「
わ
れ
」
の
行

為
と
し
て
久
保
忠
夫
氏
は
前
掲
警
で
注
釈
し
て
い
る
が
、
文
の
接
続
上
考
え
に
く

い
。
後
者
の
主
語
も
「
服
」
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

付
記
本
論
文
に
引
用
し
た
萩
原
朔
太
郎
自
身
に
よ
る
テ
ク
ス
ト
は
初
出
に
拠
っ

た
「
月
光
と
祈
祷
」
を
除
き
、
す
べ
て
筑
摩
書
房
版
の
「
萩
原
朔
太
郎
全
集
』
全

十
五
巻
(
昭
和
五
十
年
五
月

1
五
十
三
年
四
月
)
を
参
照
し
た
。
た
だ
し
必
要
に

応
じ
て
全
十
六
巻
の
補
訂
版
(
昭
和
六
十
一
年
十
月

1
平
成
元
年
二
月
)
を
参
照

し
た
部
分
も
あ
る
。
引
用
し
た
テ
ク
ス
ト
は
適
宜
新
字
に
改
め
、
ル
ピ
は
必
要
最

小
限
な
も
の
だ
け
残
し
た
(
た
だ
し
詩
作
品
は
除
く
)
。
ま
た
モ

i
リ
ス
・
メ

i
テ

ル
リ
ン
ク
の
諸
作
品
に
関
し
て
は
、
「
マ

i
テ
ル
リ
ン
ク
全
集
」
全
八
巻
(
大
正
九

年
十
二
月

i
十
一
年
六
月
、
冬
夏
社
内
、
復
刻
版
は
平
成
元
年
五
月
に
本
の
友
社

よ
り
刊
行
)
収
録
の
鷲
尾
浩
訳
等
も
参
照
し
た
。
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