
意
味
合
い
を
ま
と
っ

「
乃
木
三
絶
」
と
呼
ば

乃
木
は
嘉
永
二
年

生
ま
れ
の
西
郷
や
副

陶
庵
と
同
年
で
あ
る

一
、

乃
木
希
典
は
、
西

明
治
の
多
く
の
政
治

詩
は
彼
ら
の
大
切
な

お
い
て
、
結
城
香
涯

単
な
る
教
養
で
あ
る

作
ら
れ
た
漢
詩
も
ま

乃
木

て
、
世
に
喧
伝
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ

れ
る
三
つ
の
詩
な
ど
が
そ
の
代
表
的

す
な
わ
ち
一
八
四
九
年
の
生
ま
れ
で
あ

島
、
大
久
保
ら
か
ら
は
約
二
〇
年
ほ
ど

。
ま
た
夏
目
漱
石
よ
り
も
約
二
〇
年
ほ

日
露
戦
争
と
漢
詩

郷
南
洲
、
副
島
蒼
海
、
大
久
保
甲
東
、

家
や
軍
人
と
同
様
、
石
樵
と
号
し
て
漢

教
養
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
乃
木
は
青
年

に
漢
詩
文
を
学
ん
だ
。
し
か
し
作
詩
は

以
上
に
、
特
に
思
い
入
れ
の
あ
っ
た
営

た
、
乃
木
と
い
う
人
物
の
評
価
の
言
説

希
典
に
お
け
る
文
学

｜
｜
日
露
戦
争
お
よ
び
漢
詩
と

た
。
後
に
触
れ
る

な
も
の
で
あ
る
。

り
、
例
え
ば
文
政

年
少
で
、
西
園
寺

ど
年
長
の
世
代
で

し
か
し
な

五
〇
年
の
間

い
と
い
う
点

お
い
て
は
、

や
三
橋
（
阪

伊
藤
春
畝
な
ど
、

詩
を
作
っ
た
。
漢

時
、
長
州
豊
浦
に

、
乃
木
に
と
っ
て
、

為
の
よ
う
で
あ
り
、

と
共
に
、
特
別
の

橋
を
叔
父
に

少
の
世
代
で

お
そ
ら
く

詩
文
の
意
味

の
日
露
戦
争

生
）
が
七
七

（
慶
応
三
年
生

い
う
ジ
ャ
ン
ル
｜
｜あ

る
。
漢
詩

三

が
ら
、
こ
こ
で
確
認
し
て
お
か
な
け
れ

に
、
漢
詩
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
が
直
線
的

で
あ
る
。
む
し
ろ
事
実
は
逆
で
あ
っ
た

確
か
に
、
毅
堂
や
縁
戚
に
当
た
る
大
沼

本
越
郎
お
よ
び
高
見
順
の
父
）
の
世
代

も
つ
永
井
荷
風
は
さ
ら
に
下
で
、
乃
木

あ
る
。

こ
れ
ら
の
世
代
間
約
五
〇
年
の
振
り
幅

合
い
は
決
定
的
に
変
化
し
た
も
の
と
思

開
戦
時
（
明
治
三
七
年
）
の
数
え
年

歳
、
乃
木
が
五
六
歳
、
禾
原
（
嘉
永
五

）
が
三
八
歳
、
荷
風
（
明
治
一
二
年

真

銅

人
で
あ
る
鷲
津
毅
堂
を
外
祖
父
に
、
永

九
九

ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の

に
衰
退
し
た
わ
け
で
は
な

。
例
え
ば
荷
風
の
家
系
に

枕
山
の
世
代
か
ら
、
禾
原

へ
か
け
て
、
漢
詩
人
と
し

か
ら
ち
ょ
う
ど
三
〇
歳
年

の
な
か
で
、
明
治
期
の
漢

わ
れ
る
。
ち
な
み
に
彼
ら

は
、
副
島
（
文
政
一
一
年

年
生
）
が
五
三
歳
、
漱
石

生
）
が
二
六
歳
で
あ
る
。

正

宏

井
禾
原
を
父
に
、
阪
本
三



し
か
っ
た
。（
略

開
拓
に
努
力
し

っ
た
。（
略
）

明
治
後
半
期

れ
た
作
家
が
綺

の
上
に
は
、
明

こ
の
副
島
蒼
海
の

い
て
は
か
え
っ
て
高

「
明
治
文
学
全
集
」

摩
書
房
）
の
神
田
喜

る
。

い
っ
た
い
明

の
発
達
を
遂
げ

二
十
年
か
ら
三

乃
木
希
典

て
の
著
名
度
と
影
響

っ
て
は
、
デ
ビ
ュ
ー

そ
の
毅
堂
や
枕
山
を

性
』、
初
題
「
下
谷
の

集
『
来
青
閣
集
』
一

と
な
ど
に
代
表
さ
れ

）
明
治
の
新
し
い
気
運
に
呼
応
し
て

た
の
は
森
春
濤
で
、
そ
の
活
動
に
は
目

の
漢
詩
壇
に
は
、（
略
）
一
一
は
数
え

羅
星
の
ご
と
く
に
並
び
出
た
の
で
あ
っ

治
の
元
勲
副
島
蒼
海
が
君
臨
し
て
い
た

役
割
に
典
型
的
な
よ
う
に
、
漢
詩
は
、

か
っ
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

第
六
二
巻
『
明
治
漢
詩
文
集
』（
昭
和

一
郎
の
「
編
集
後
記
」
に
は
、
次
の
よ

治
の
漢
詩
は
、（
略
）
日
本
に
漢
詩
あ

た
も
の
で
あ
る
。
殊
に
後
半
期
、
細
か

十
七
、
八
年
に
至
る
ま
で
の
間
で
あ
る

に
お
け
る
文
学

力
が
小
さ
く
な
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で

期
を
除
き
、
漢
詩
を
発
表
し
た
こ
と
は

描
い
た
『
下
谷
叢
話
』（
大
正
一
三
年

は
な
し
」）
と
い
う
考
証
の
営
為
や
、

〇
巻
（
大
正
二
年
一
二
月
）
を
編
ん
で

る
よ
う
に
、
実
際
の
詩
作
の
多
寡
と
は

、
新
し
い
詩
壇
の

覚
し
い
も
の
が
あ

き
れ
な
い
程
の
優

た
。
そ
う
し
て
そ

の
で
あ
る
。

古
来
、
政
治
と
文

戦
争
で
あ
り

に
重
な
り
合

周
知
の
と

生
み
出
さ
れ

が
、
明
治
と

る
。

五
八
年
八
月
、
筑

う
な
言
葉
が
見
え

っ
て
以
来
、
空
前

に
い
う
と
、
明
治

が
、
そ
の
間
が
著

明
治
も
ま
た

ン
ル
を
変
質

合
図
と
と
も

日
露
戦
争
を

代
の
動
き
に

お
け
る
役
割

割
と
重
な
っ

あ
り
、
荷
風
に
到

ほ
と
ん
ど
な
い
が
、

二
月

七
月
、『
女

父
禾
原
の
漢
詩
文

配
り
本
と
し
た
こ

別
に
、
関
心
に
つ

学
と
が
近
接

た
ジ
ャ
ン
ル

っ
て
以
来
一

詩
と
い
う
ジ

を
描
い
た
の

あ
ら
ゆ
る

、
そ
れ
は
最
後
の
光
を
放
っ
た
明
治
後

う
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

二
、
乃
木
を
め
ぐ
る
言
説

お
り
、
乃
木
が
殉
死
し
た
時
、
こ
れ
を

た
。
将
軍
の
死
と
い
う
事
件
そ
の
も
の

い
う
時
代
も
半
世
紀
近
く
過
ぎ
た
時
点

、
日
露
戦
争
に
よ
っ
て
、
政
治
と
文
学

さ
せ
た
。
そ
の
象
徴
的
存
在
が
、
明
治

に
死
に
赴
い
た
乃
木
希
典
と
い
う
漢
詩

経
て
明
治
と
い
う
時
代
が
終
わ
り
、
乃

照
ら
し
て
見
る
な
ら
ば
、
漢
詩
と
い
う

は
、
あ
た
か
も
乃
木
が
明
治
と
い
う
時

て
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。
明
治
の
隆 四

し
て
い
た
日
本
の
文
学
伝
統
に
お
い
て

で
あ
っ
た
。
し
か
も
神
田
は
、
明
治
後

番
の
隆
盛
の
時
代
で
あ
っ
た
と
ま
で
述

ャ
ン
ル
と
文
化
は
、
明
治
と
い
う
時
代

で
あ
る
。

時
代
が
、
戦
争
に
よ
っ
て
文
化
的
な
区

半
期
の
漢
詩
の
姿
と
見
事

め
ぐ
っ
て
多
く
の
言
説
が

へ
の
興
味
に
加
え
、
そ
れ

で
、
殉
死
と
い
う
、
い
わ

と
が
出
会
う
一
つ
の
ジ
ャ

天
皇
の
霊
轜
の
御
発
引
の

人
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

木
が
殉
死
す
る
と
い
う
時

ジ
ャ
ン
ル
の
文
学
史
上
に

代
に
お
い
て
果
た
し
た
役

盛
と
悲
劇
の
絶
頂
は
日
露

〇
〇

、
お
そ
ら
く
最
後
の
生
き

半
期
が
、
日
本
に
漢
詩
あ

べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
漢

の
な
か
で
、
独
特
の
軌
跡

切
り
を
つ
け
る
よ
う
に
、



「
日
露
戦

お
と
う
と
の

背
負
へ
る
は

こ
の
よ
う
な
悲
劇

ら
、
感
情
を
露
わ
に

こ
の
詩
に
お
い
て
も

う
に
詠
ん
で
い
る
。

汝
は
誰
そ

そ

聞
召
せ

背
負

主
と
頼
む

乃

年
老
い
し

将

そ
の
ひ
と
り

南
山
に

討
た

き
な
影
響
力
を
も
っ

が
、
乃
木
の
人
物
像

と
も
容
易
に
想
像
で

乃
木
を
め
ぐ
る
悲

く
し
た
際
に
、
流
布

争
従
軍
時
の
陣
中
で

春
陽
堂
）
に
収
め
た

ば
明
治
以
前
を
想
起

争
と
近
代
の
記
憶
」

保
典
の
ぬ
し

ひ
と
り
の
み

そ
の
一
人
子
の

亡
骸
ぞ

に
接
し
た
乃
木
自
身
の
様
子
に
つ
い
て

し
な
い
と
描
写
す
る
も
の
が
多
い
よ
う

、「
将
軍
の

睫
毛
だ
に

動
か
ざ
り

を
何
処
に
か

負
ひ
て
ゆ
く

ひ
ま
つ
る
は

奴
わ
が

木
将
軍
の

愛
児
な
り

軍
の
家
の

二
人
子

勝
典
ぬ
し
は

い
ち
は
や
く

れ
給
ひ
て

残
れ
る
は

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ

を
伝
え
る
際
に
、
あ
る
特
殊
の
フ
ィ
ル

き
る
。

劇
性
の
言
説
は
、
既
に
、
日
露
戦
争
で

す
る
用
意
が
出
来
て
い
た
。
例
え
ば
森

の
詩
歌
を
集
め
た
『
う
た
日
記
』（
明

「
乃
木
将
軍
」
と
い
う
詩
の
第
三
連
に

さ
せ
る
よ
う
な
行
為
で
あ
っ
た
が
た
め

は
、
し
か
し
な
が

で
あ
る
。
例
え
ば

き
と

語
り
け
り
」

年
間
人

私
的
の

て
乃
木

乃
木
大

必
ず
し

ば
三
宅
雪
嶺

（『
想
痕
』、
大

陸
軍
大

非
ず
。

之
を
凌

乃
木
以

は
、
栄

の
よ
う
な
事
件
性

タ
ー
を
か
け
る
こ

二
人
の
息
子
を
亡

外
は
、
日
露
戦

治
四
〇
年
九
月
、

お
い
て
、
次
の
よ

比
か
ら
、
何

仕
組
み
が
見

事
が
身
内

あ
る
乃
木
自

っ
た
。
そ
し

め
ぐ
る
言
説

も
ち
ろ
ん

に
、
よ
け
い
に
大

と
結
ば
れ
て

四

多
き
も
、
赤
心
よ
り
国
体
を
重
ん
じ
、

利
害
を
超
越
せ
る
は
、
之
を
前
に
し
て

大
将
を
推
す
。（
略
）
人
あ
り
、
琵
琶

将
を
歌
ふ
や
、
聴
く
者
感
激
し
、
或
は

も
将
軍
の
吶
弁
に
し
て
琵
琶
歌
の
面
白

は
、
乃
木
の
清
廉
な
る
性
格
を
次
の

正
四
年
七
月
、
至
誠
堂
）。

将
学
習
院
長
た
り
し
と
て
、
知
識
才
能

老
軍
人
と
し
て
比
較
的
知
識
才
能
あ
れ

駕
す
る
は
、
世
に
少
か
ら
ず
。
而
し
て

後
に
乃
木
な
く
、
明
治
時
代
を
飾
る
べ

達
に
心
を
煩
は
さ
ず
、
信
ず
る
所
に
殉

も
語
ら
な
い
こ
と
で
よ
け
い
に
そ
の
悲

て
取
れ
る
。

に
関
わ
る
悲
劇
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、

身
は
、
そ
の
私
的
な
感
情
を
押
し
殺
し

て
そ
の
沈
黙
が
忍
耐
の
態
度
へ
と
翻
訳

は
、
説
明
を
要
せ
ず
と
い
う
形
で
神
話

、
言
説
の
特
別
化
に
は
そ
の
他
の
要
素

い
る
。
こ
こ
に
は
、
悲
劇
の
中
心
に
い

〇
一

忠
君
愛
国
の
精
神
に
富
み
、

西
郷
大
将
、
之
を
後
に
し

を
手
に
し
て
城
山
を
歌
ひ
、

落
涙
し
て
已
ま
ず
。
是
れ

き
が
故
な
ら
ず
、
富
貴
を

よ
う
に
称
揚
し
て
い
る

の
人
に
超
ゆ
る
を
以
て
に

ど
、
之
に
匹
敵
し
、
尚
ほ

乃
木
以
前
に
乃
木
な
く
、

き
第
一
品
に
算
へ
ら
る
ゝ

ぜ
し
が
為
め
な
り
。
明
治

劇
性
を
強
く
身
に
ま
と
う

将
軍
と
い
う
公
的
存
在
で

、
沈
黙
せ
ざ
る
を
得
な
か

さ
れ
て
伝
わ
り
、
乃
木
を

化
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

も
多
々
関
わ
っ
た
。
例
え

る
乃
木
が
、
周
り
と
の
対



一
一
月

一
二
月
、

で
あ
る
。
蘇
峰
と
啄

化
の
素
地
が
出
来
上

し
か
も
そ
れ
は
、

っ
た
。
た
と
え
ば
神

島
誠
進
堂
、
第
五
版

軍
」
の
二
曲
が
加
え

「
例
言
」、
明
治
四
一

偶

本
年
五
月

に
従
ふ
。（
略
）

も
、
其
志
を
果

こ
れ
ら
は
い
ず
れ

に
、
理
由
は
明
記
さ

「
予
の
畏
敬
措
く
能
は

乃
木
希
典

断
念
し
、
一
意

明
徴
に
し
益
々

ら
利
達
の
為
め

ま
た
徳
富
蘇
峰
は

陰
』（
明
治
二
六
年
一

も
過
き
た
る
大
修
繕

盛
岡
中
学
校
『
校
友
会
雑
誌
』）
と
書

木
の
言
は
、
殉
死
を
待
た
ず
に
既
に
乃

が
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

大
衆
に
も
流
布
し
や
す
い
、
わ
か
り
や

園
黙
郎
編
『
純
薩
摩
琵
琶
歌
』（
大
正

）
に
は
、「
増
補
」
と
し
て
、「
明
治
天

ら
れ
て
い
る
。「
乃
木
将
軍
」
は
河
内

年
九
月
二
四
日
の
日
付
）。

乃
木
大
将
の
剴
切
な
る
慫
慂
を
受
け
、

若
し
乃
木
大
将
の
一
言
微
り
せ
は
、

し
得
た
る
や
否
を
知
ら
す
。

も
、
間
接
的
に
乃
木
の
人
格
を
示
す
言

れ
な
い
が
、
乃
木
よ
り
先
に

っ
た
石

ざ
る
真
骨
頂
漢
乃
木
将
軍
」（「
林
中

に
お
け
る
文
学

君
国
に
竭
く
す
の
至
誠
に
動
か
さ
る
ゝ

忠
君
愛
国
の
精
神
を
堅
実
に
す
る
に
意

に
せ
ざ
る
を
証
明
す
べ
し
。

、
乃
木
大
将
の
勧
め
に
し
た
が
っ
て

二
月
、
民
友
社
）
の
改
訂
（「
事
実
に

」）
を
行
っ
た
と
、
次
の
よ
う
に
述
べ

い
て
憚
ら
な
い
の

木
の
い
わ
ば
神
格

す
い
神
格
化
で
あ

二
年
一
〇
月
、
矢

皇
」
と
「
乃
木
将

秋
月
作
で
、
二
段

理
想
の

を
か
な

義
を
全

と
の
出

一
大
刺

要
す
る
に

ま
た
は
念
押

猛
然
と
し
て
斯
事

予
は
今
日
に
於
て

説
で
あ
る
。
さ
ら

川
啄
木
も
ま
た
、

書
」、
明
治
三
九
年

令
部
に
従
属

『
乃
木
』（
目

ま
で
あ
る
。

如
何
な

士
道
を

た
。
日

焔
の
細

に
出
づ
。
国
体
を

あ
ら
ば
、
先
づ
自

、
旧
著
『
吉
田
松

於
て
は
、
新
築
に

て
い
る
（
改
訂
版

に
わ
た
る
。

て
い
る
。
そ

妻
の
辞
世
の

要
約
し
、
乃

ま
た
こ
の

っ
た
。
日
露

復
興
で
あ
り
、
諸
外
国
よ
り
す
れ
ば
ま

ぐ
り
捨
て
、
全
生
命
を
捧
げ
て
、
世
の

う
せ
ん
と
志
し
、
其
の
志
を
達
す
れ
ば

来
る
人
物
の
、
現
今
の
世
に
も
な
お
存

戟
と
な
る
の
で
あ
る
。

、
乃
木
の
名
声
に
と
っ
て
、
殉
死
は
い

し
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

し
て
乃
木
と
親
し
く
接
し
た
ス
タ
ン
レ

黒
真
澄
訳
、
大
正
一
三
年
四
月
、
文
興

そ
こ
に
は
、
次
の
よ
う
な
言
が
見
え
る

る
国
家
的
栄
誉
も
、
個
人
的
私
望
も
、

服
膺
す
る
、
其
の
鉄
石
の
精
神
を
動
揺

本
古
来
の
理
想
主
義
は
、
深
く
将
軍
の

る
こ
と
が
な
か
っ
た
。（
略
）
日
本
帝 四

初
段
は
主
に
日
露
を
語
り
、
第
二
段
は

し
て
初
段
に
は
「
凱
歌
」
の
漢
詩
が
挿

和
歌
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

木
を
代
表
す
る
の
で
あ
る
。

よ
う
な
乃
木
へ
の
特
別
な
視
線
は
日
本

戦
争
時
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
従
軍
記

た
、
個
人
的
生
活
の
上
衣

た
め
国
の
た
め
に
奉
公
の

欣
然
と
し
て
死
に
就
く
こ

在
す
る
所
以
を
悟
る
べ
き
、

わ
ば
最
後
の
確
認
で
あ
り
、

ー
・
ウ
ォ
シ
ュ
バ
ン
に
は
、

院
）
と
い
う
一
冊
の
伝
記

。祖
先
の
樹
立
し
た
古
の
武

さ
す
こ
と
は
出
来
な
か
っ

胸
底
に
燃
え
て
、
絶
え
て

国
よ
り
す
れ
ば
、
国
民
的

〇
二

殉
死
を
語
る
構
成
と
な
っ

入
さ
れ
、
第
二
段
に
は
夫

る
。
漢
詩
は
日
露
戦
時
を

人
に
限
っ
た
話
で
も
な
か

者
で
あ
り
、
乃
木
軍
の
司



「
日
露
戦

我
輩
は
（
略
）

る
所
な
り
と
雖

臣
な
り
先
帝
に

も
の
あ
ら
ん
か

事
の
背
理
の
非

た
。
世
の
中
の

言
つ
た
の
は
之

の
人
と
為
り
を

筈
で
あ
る
。

こ
こ
で
魯
庵
が
強

も
の
で
あ
る
。
同
じ

明
の
「
乃
木
大
将
の

た
。
こ
れ
に
つ
い
て

元
年
七
月

一
二
月

十
五
日
」
の
乃
木
殉

此
日
は
何
の

て
を
る
。（
略
）

来
ぬ
と
難
じ
た

か
、
原
因
が
解

も
ち
ろ
ん
こ
の
よ

争
と
近
代
の
記
憶
」

大
将
の
死
に
就
き
批
評
を
試
み
る
は
私

も
世
間
或
は
理
と
情
と
を
混
同
し
乃
木

殉
死
し
て
其
終
り
を
全
う
し
た
り
な
ぞ

大
な
る
心
得
違
ひ
と
云
は
ざ
る
を
得
ず

行
な
る
は
云
ふ
ま
で
も
な
け
れ
ど
も
仮

一
番
利
口
な
奴
が
一
番
人
間
ら
し
く
無

だ
。
日
本
の
歴
史
に
養
は
れ
て
聊
か
な

知
つ
て
る
も
の
な
ら
コ
ン
ナ
利
口
振
つ

く
非
難
し
た
記
事
の
類
の
一
つ
と
思
わ

九
月
一
五
日
に
『
時
事
新
報
』
に
掲
載

自
殺
」
と
い
う
文
章
で
あ
る
。

、
内
田
魯
庵
の
「
気
ま
ぐ
れ
日
記
」

、『
太
陽
』、
後
半
三
回
は
「
気
紛
れ

死
の
際
の
記
事
に
は
、
次
の
よ
う
に
書

新
聞
も
初
め
か
ら
終
り
ま
で
乃
木
将
軍

其
中
で
将
軍
の
心
事
は
諒
と
す
る
が

の
が
某
々
の
二
新
聞
で
、
将
軍
の
心
事

ら
ぬ
か
ら
批
評
が
出
来
ぬ
と
か
言
つ
た

う
な
言
説
と
は
別
に
、
乃
木
を
否
定
す

情
に
於
て
忍
び
ざ

将
軍
は
流
石
に
忠

其
死
を
称
賛
す
る

（
略
）
自
殺
そ
の

に
旧
思
想
家
の
説

の
失
態
を
負

き
な
要
因
と

言
説
に
お

方
で
は
到
底

か
え
っ
て
悲

い
奴
だ
と
杜
翁
が

り
と
も
乃
木
将
軍

た
事
は
言
は
れ
ぬ

れ
る
の
が
、
次
の

さ
れ
た
、
石
河
幹

し
た
る

の
道
に

も
の
に

の
断
じ

こ
の
議
論

木
を
め
ぐ
る

と
関
係
が
深

（
明
治
四
五
・
大
正

日
記
」）
の
「
九
月

か
れ
て
い
る
。

の
記
事
を
満
載
し

其
手
段
は
感
服
出

が
了
解
出
来
ぬ
と

人
が
三
四
人
あ
つ

て
若
し

ら
ん
（

損
害
を

第
な
り

し
忠
誠

（
略
）
大

平
素
の

る
言
葉
も
存
在
し

を
認
め

四

い
目
と
し
て
持
ち
続
け
た
こ
と
が
、
か

な
っ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
の
で

い
て
、
空
前
絶
後
の
存
在
の
譬
喩
を
試

足
り
な
い
。
誉
め
る
だ
け
で
は
不
十
分

劇
と
欠
点
と
が
、
そ
の
美
徳
に
光
彩
を

は
恐
ら
く
は
先
帝
の
御
遺
志
に
副
ひ
兼

非
ず
（
略
）
感
情
一
偏
の
為
め
に
臣
子

し
て
事
の
本
末
軽
重
を

倒
す
る
之
よ

て
与
せ
ざ
る
所
な
り

の
是
非
は
今
は
敢
え
て
問
わ
な
い
こ
と

言
説
の
特
徴
が
、
こ
の
よ
う
な
双
方
の

い
点
で
あ
る
。
西
南
戦
争
に
お
い
て
軍

も
自
殺
の
場
合
あ
り
と
せ
ば
日
露
戦
役

略
）
役
終
り
て
凱
旋
の
暁
に
作
戦
そ
の

及
ぼ
し
国
民
の
子
弟
を
殺
し
た
る
は
上

と
て
責
を
引
い
て
自
殺
し
た
り
と
せ
ん

一
偏
の
点
よ
り
云
へ
ば
寧
ろ
其
死
所

将
の
如
き
地
位
に
在
り
な
が
ら
此
辺

眷
遇
に
感
じ
た
る
の
余
り
感
情
一
偏
よ

自
殺
は
止
む
を
得
ざ
る
の
場
合
あ
り
と

〇
三

え
っ
て
乃
木
の
魅
力
の
大

あ
る
。

み
る
に
は
、
通
常
の
讃
え

な
の
で
あ
る
。
そ
の
際
に
、

添
え
る
と
い
う
、
実
に
皮

て
新
帝
に
対
し
奉
る
所
以

奉
公
の
正
道
を
軽
ん
ず
る

り
甚
だ
し
き
は
な
し
我
輩

に
し
よ
う
。
問
題
は
、
乃

評
価
を
共
に
生
み
出
す
力

旗
を
敵
軍
に
奪
わ
れ
、
そ

後
凱
旋
の
時
に
在
り
し
な

当
を
得
ず
陛
下
の
軍
隊
に

下
に
対
し
相
済
ま
ざ
る
次

か
其
事
の
是
非
は
論
外
と

を
得
た
り
し
も
の
な
ら
ん

に
思
慮
を
及
ぼ
さ
ず
単
に

り
し
て
自
か
ら
其
身
を
殺

し
乃
木
大
将
の
生
涯
に
於



う
意
味
合
い
に
お
い

と
呼
ぶ
な
ら
、
こ
の

文
学
性
の
一
つ
の
表

三
、

乃
木
自
身
の
漢
詩

記
」
の
「
自
九
月
十

明
治
天
皇
の

と
の
悲
劇
で
あ

に
は
置
か
な
い

勝
利
者
の
悲

浮
ん
で
来
た
。

こ
の
見
方
は
確
か

う
な
両
義
的
で
複
眼

乃
木
希
典

肉
な
効
用
が
成
立
す

勝
利
、
ま
た
三
国
干

時
の
状
況
、
そ
れ
こ

と
押
し
上
げ
た
こ
の

田
山
花
袋
は
、
こ
の

大
正
六
年
六
月
、
博

て
、
す
な
わ
ち
非
現
実
的
と
い
う
意
味

両
義
性
へ
の
殊
更
な
る
着
目
こ
そ
は
、

れ
と
認
定
で
き
る
の
で
あ
る
。

乃
木
希
典
の
漢
詩

に
つ
い
て
、
例
え
ば
前
掲
の
内
田
魯

七
日
九
月
中
」
の
項
に
は
、
次
の
よ
う

崩
御
も
、
乃
木
大
将
の
死
も
、
功
業
を

る
こ
と
を
私
は
つ
く
づ
く
思
つ
た
。
功

。
又
、
功
業
は
あ
る
犠
牲
を
要
せ
ず
に

哀
、
勇
者
の
寂
寞
、
さ
う
い
ふ
こ
と
が

に
や
や
穿
っ
た
見
方
と
も
い
え
よ
う
。

的
な
視
線
を
、
日
常
に
お
け
る
現
実
認

に
お
け
る
文
学

る
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
日
露
戦
争

渉
へ
と

が
る
日
本
と
い
う
国
自
体
が

そ
は
、
開
国
間
も
な
い
後
進
国
か
ら
形

戦
争
の
意
味
と
に
共
通
す
る
広
義
の
両

こ
と
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
（『

文
館
）。

で
、
仮
に
文
学
的

と
り
も
な
お
さ
ず

庵
「
気
ま
ぐ
れ
日

に
書
か
れ
て
い
る
。

れ
た
心
情
は

い
。

前
掲
の
ウ
ォ

こ
に
、
次
の

同
じ
く
「
コ

と
い
う
記
者

し
か

樹
つ
る
と
い
ふ
こ

業
は
人
を
滅
さ
ず

は
置
か
な
い
。

ひ
し

と
思
ひ

し
か
し
、
こ
の
よ

識
と
の
区
別
と
い

さ
ら
に
、

我
何
顔
看
父

ざ
る
処
、
少

れ
な
い
。」
と

の
後
半
部
で

ら
ゆ
る
文
学

野
に
あ
っ
て

の
大
き
な
犠
牲
と

お
か
れ
て
い
た
当

だ
け
の
一
等
国
へ

義
性
で
あ
っ
た
。

東
京
の
三
十
年
』、

将
軍

沢
山
あ

陽
』
の

画
面
が

こ
れ
は
先

る
。

か
え
っ
て
自
由
に
羽
ば
た
か
せ
る
こ
と

シ
ュ
バ
ン
の
『
乃
木
』
に
、「
詩
歌
論

よ
う
な
興
味
深
い
文
章
が
見
ら
れ
る
。

リ
ヤ
ズ
週
刊
新
聞
記
者
」
で
あ
っ
た
、

仲
間
と
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
つ
い
て
で
あ

し
バ
リ
ー
君
は
、（
略
）
乃
木
大
将
の

同
日
記
の
「
十
月
十
日
」
の
項
に
は
、

老
、
凱
歌
今
日
幾
人
還
』
の
感
慨
は

く
も
将
軍
の
死
を
決
し
た
る
有
力
な
る

書
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
ま
た
「
乃

あ
る
。
こ
の
乃
木
の
感
慨
な
ど
は
、
何

ジ
ャ
ン
ル
の
な
か
で
も
、
形
式
上
の
制

、
あ
る
い
は
、
形
式
的
で
あ
る
が
故
に 四

の
一
生
の
逸
事
中
に
は
後
世
の
画
題
と

る
。
金
州
城
外
の
『
征
馬
不

前
人

如
き
落
寞
た
る
古
戦
場
に
数
騎
を
従

髣
髴
と
し
て
現
は
れ
て
を
る
。

に
触
れ
た
「
乃
木
三
絶
」
の
う
ち
「
金

が
出
来
た
の
か
も
知
れ
な

」
と
い
う
節
が
あ
る
。
そ

日
露
戦
争
に
従
軍
し
た
際
、

「
リ
チ
ャ
ド
・
バ
リ
ー
」

る
。

眷
遇
を
受
け
る
こ
と
特
に

「
将
軍
の
著
名
な
る
『
愧

将
軍
が
念
々
忘
る
ゝ
能
は

遠
因
の
一
た
る
も
亦
争
は

木
三
絶
」
の
一
、「
凱
歌
」

と
直
接
的
で
あ
ろ
う
。
あ

約
の
多
い
漢
詩
と
い
う
分

こ
そ
、
そ
こ
に
盛
り
込
ま

〇
四

し
詩
題
と
す
べ
き
も
の
は

不

語
、
金
州
城
外
立

斜

へ
て
低
徊
去
る
能
は
ざ
る

州
城
作
」
の
後
半
部
で
あ



「
日
露
戦

う
に
夢
中
に
な

た
も
の
を
齎
し

恍
惚
と
し
て
両

な
お
眼
前
に
浮

ェ
ー
ク
ス
ピ
ア

我
を
忘
れ
て
一

こ
こ
に
書
か
れ
る

お
け
る
作
詩
の
態
度

題
を
語
り
合
う
際
の

の
よ
う
に
も
描
写
し

他
の
手
段
に
よ

も
動
ず
る
こ
と

出
し
た
。
何
ぞ

雅
な
推
敲
に
耽

す
と
こ
ろ
あ
っ

る
と
、
直
ち
に

乃
木
大
将
の
労

バ
リ
ー
君
の
手

表
現
と
に
動
か

深
か
っ
た
が
、

争
と
近
代
の
記
憶
」

っ
て
い
た
。
バ
リ
ー
君
が
翻
訳
し
て
、

て
、
原
詩
の
情
調
に
適
す
る
韻
律
選
択

眼
を
閉
じ
て
傾
聴
す
る
将
軍
の
面
影
が

ん
で
来
る
。
バ
リ
ー
君
は
将
軍
の
著
想

の
韻
律
が
適
す
る
か
、
又
は
ス
ウ
ィ
ン

週
間
も
苦
心
を
続
け
る
こ
と
が
あ
っ
た

「
詩
歌
」
が
和
歌
か
漢
詩
か
は
不
明
で

と
し
て
は
共
通
す
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う

乃
木
の
格
別
な
る
様
子
に
つ
い
て
、
ウ

て
い
る
。

っ
て
其
の
名
誉
心
に
訴
え
よ
う
と
し
て

が
な
い
が
、
作
詩
の
讃
評
を
聞
く
時
の

図
ら
ん
そ
れ
は
将
軍
の
詩
歌
で
あ
っ
た

る
こ
と
が
あ
っ
た
。（
略
）
バ
リ
ー
君

て
、
晩
夏
の
頃
の
小
閑
に
将
軍
の
筆
を

山
口
通
訳
に
取
り
入
っ
て
其
の
翻
訳
を

作
に
係
る
日
本
の
表
象
文
字
は
、
一
種

に
帰
し
た
。
彼
は
大
い
に
将
軍
の
思
情

さ
れ
て
、
こ
れ
を
適
当
な
英
語
の
韻
律

遂
に
将
軍
を
し
て
其
の
迎
合
を
恕
せ
し

而
も
佳
作
と
な
っ

の
苦
心
を
語
る
時
、

、
髣
髴
と
し
て
今

を
表
す
の
に
、
シ

バ
ン
の
が
適
す
る

征
馬
不

「
爾
霊

爾
霊
山

鉄
血
覆

「
凱
歌

。あ
る
が
、
戦
場
に

。
さ
ら
に
こ
の
話

ォ
シ
ュ
バ
ン
は
次

も
、
将
軍
は
毫
し

み
は
、
小
児
の
よ

木
将
軍
の
詩

詩
に
つ
い
て

し
た
」
と
書

前
述
の
「

れ
も
仮
の
も

「
金
州

山
川
草

。
将
軍
は
時
々
優

は
聊
か
斯
道
に
志

執
る
こ
と
が
わ
か

求
め
た
。
や
が
て
、

の
英
語
に
変
じ
て

と
、
其
の
典
雅
な

に
訳
出
し
よ
う
と
、

人
的
性

真
摯
で

終
ポ
ン

こ
こ
に
は

よ
う
。

中
央
乃
木

聞
社
）
の
「

む
べ
き
一
点
を
見

か
、
そ

四

前
人
不
語

金
州
城
外
立
斜
陽

山
」

険
豈
難
攀

男
子
功
名
期
克
艱

山
山
形
改

万
人
斉
仰
爾
霊
山

」 歌
に
つ
い
て
は
、
集
め
得
る
も
の
は
悉

は
、
そ
の
殆
ん
ど
全
部
を
収
録
し
そ
の

か
れ
て
い
る
。

乃
木
三
絶
」
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ

の
で
あ
る
。

城
作
」

木
転
荒
涼

十
里
風
腥
新
戦
場

格
を
讃
美
し
て
止
ま
ぬ
位
だ
か
ら
、
此

あ
っ
た
。
そ
し
て
彼
が
将
軍
の
作
品
を

チ
人
形
の
よ
う
に
嬉
し
そ
う
に
見
え
た

、
詩
歌
に
対
し
て
の
乃
木
の
、
余
技
以

会
編
『
乃
木
将
軍
詩
歌
集
』（
昭
和
五

ま
え
が
き
」
に
は
、「
本
書
の
編
纂
に

れ
を
決
め
る
の
が
困
難
だ
と
言
っ
て
説

〇
五

く
集
め
て
見
た
。
特
に
漢

数
は
二
百
三
十
九
篇
に
達

る
。
な
お
、
題
名
は
い
ず

の
問
題
に
は
ま
た
極
め
て

論
評
す
る
時
、
将
軍
は
始

。上
の
関
わ
り
が
見
て
取
れ

九
年
一
月
、
日
本
工
業
新

あ
た
っ
て
、
現
存
す
る
乃

明
し
た
。
彼
は
将
軍
の
詩



治
天
皇
に
拝
謁
奏
上

し
か
し
な
が
ら
、

霊
山
」
の
「
鉄
血
覆

写
は
、
本
来
は
漢
詩

い
難
い
が
、
そ
の
形

を
伝
え
て
い
る
。
こ

七
年
八
月
の
第
一
回

べ
き
場
面
で
作
ら
れ

事
件
は
そ
れ
自
体

形
式
に
盛
り
込
ん
だ

事
件
の
再
確
認
に
お

こ
れ
ら
三
つ
の
漢

媒
体
に
よ
っ
て
伝
え

こ
の
詩
よ
り
お
そ
ら

乃
木
希
典

皇
師
百
万
征
強

愧
我
何
顔
看
父

こ
の
う
ち
「
金
州

金
州
城
に
て
読
ま
れ

こ
と
で
、
こ
こ
で
は

帰
国
に
際
し
て
の
詩

し
た
「
復
命
書
」
の
方
が
著
名
で
あ
る

例
え
ば
「
金
州
城
作
」
の
「
十
里
風
腥

山
山
形
改
」、「
凱
歌
」
の
「
野
戦
攻

独
特
の
大
袈
裟
な
表
現
で
あ
り
、
厳
密

式
の
特
徴
を
超
え
て
、
む
し
ろ
壮
絶
な

れ
は
、
前
掲
の
『
乃
木
将
軍
詩
歌
集
』

旅
順
総
攻
撃
を
う
た
っ
た
も
の
と
推
察

た
も
の
で
あ
っ
た
。

で
言
説
と
な
り
う
る
。
そ
の
上
で
、
そ

際
、
そ
こ
に
別
の
次
元
の
問
題
圏
が
成

け
る
文
学
性
の
役
割
と
い
う
問
題
圏
で

詩
は
、
た
と
え
作
ら
れ
な
く
と
も
、
三

ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
乃
木
の
凱

く
、
明
治
三
九
年
一
月
一
四
日
に
凱
旋

に
お
け
る
文
学

虜

野
戦
攻
城
屍
作
山

老

凱
歌
今
日
幾
人
還

城
作
」
は
、
長
男
勝
典
が
戦
死
を
遂
げ

た
も
の
で
あ
り
、「
爾
霊
山
」
は
有
名

次
男
の
保
典
が
亡
く
な
っ
て
い
る
。

で
あ
る
。
三
詩
と
も
、
乃
木
の
生
涯
に

。新
戦
場
」
や
「
爾

城
屍
作
山
」
の
描

に
は
描
写
と
は
言

戦
争
の
生
々
し
さ

に
お
い
て
明
治
三

さ
れ
て
い
る
次
の

明
治
期
に

く
全
く
別
の

検
証
す
れ
ば

た
ち
が
ご
く

夙
に
明
治

れ
を
漢
詩
と
い
う

立
す
る
。
そ
れ
が
、

あ
る
。

つ
の
事
件
は
別
の

旋
に
当
た
っ
て
は
、

し
、
参
内
し
て
明

文
学
的
な
感

れ
ら
は
、
事

新
た
な
る
「

そ
の
「
事

に
読
み
手
の

断
片
を
、
一

で
も
呼
ぶ
べ

た
南
山
に
あ
る
、

な
二
百
三
高
地
の

「
凱
歌
」
は
、
凱
旋

お
い
て
、
特
筆
す

詩
と
も
共
通

「
旅
順

硝
煙
掩

血
河
千

ま
た
、
先

幾
人
還
」
は

四
、
漢
詩
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
イ

お
け
る
漢
詩
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
近
代
詩

も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
漢
詩
が
作

明
ら
か
と
な
ろ
う
。
例
え
ば
乃
木
の
日

自
然
に
、
漢
詩
を
作
り
、
交
わ
し
て
い

二
六
年
一
月
二
七
日
の
項
に
は
、
次

動
へ
と
正
に
劇
的
に
転
換
す
る
こ
と
が

実
の
再
現
の
装
置
で
は
な
く
、
や
は
り

事
実
」
の
創
造
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。

実
」
こ
そ
は
、
戦
争
と
い
う
も
の
の
一

視
線
を
誘
導
し
、
本
来
的
に
は
普
遍
化

つ
の
全
体
像
と
し
て
提
示
す
る
と
い
う

き
作
用
に
よ
る
、
正
し
く
虚
構
な
の
で 四

す
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

口
」

宇
宙

砲
声
轟
天
地

里
漲

凄
絶
旅
順
口

に
も
触
れ
た
「
凱
歌
」
の
「
愧
我
何
顔

、
多
く
の
犠
牲
を
出
し
た
事
実
を
背
景

メ
ー
ジ

一
般
の
そ
れ
と
は
お
そ
ら

ら
れ
、
受
容
さ
れ
る
場
を

記
か
ら
は
、
上
級
の
軍
人

た
様
子
が
窺
え
る
。

の
よ
う
な
記
事
が
見
え
る

で
き
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ

そ
こ
に
は
、
漢
詩
に
よ
る

側
面
を
切
り
取
り
、
そ
こ

で
き
な
い
は
ず
の
歴
史
の

、
文
学
の
も
つ
全
体
化
と

あ
る
。

〇
六看

父
老
」「
凱
歌
今
日

と
し
て
初
め
て
、
悲
劇
を



「
日
露
戦

平
時
の
優
雅
な
詩
の

こ
れ
は
、
山
縣
参
謀

あ
り
、
ま
た
そ
れ
は

を
告
げ
た
も
の
で
も

を
文
学
一
般
に
含
め

ま
た
、
明
治
三
七

る
。

○
夜
山
縣
元
帥

百
弾
激
雷
天

精
神
所
到
堅

山
縣
有
朋
も
ま
た

山
縣
の
詩
に
あ
る
の

会
）。夜

吉
田
庫
三
来

一
月
廿
五
日
大

行
伍
整
斉
朝

天
翻
柳
絮
蘿

戈
影
陸
離
兼

為
問
深
院
暖

（
乃
木
神
社
社
務
所
編争

と
近
代
の
記
憶
」

や
り
と
り
な
ど
で
は
な
い
。「
電
報
」

総
長
か
ら
乃
木
司
令
官
に
宛
て
た
、
激

、
旅
順
攻
撃
の
成
否
が
日
露
戦
争
全
体

あ
っ
た
。
こ
の
例
に
代
表
さ
れ
る
よ
う

よ
う
と
す
る
視
線
か
ら
外
れ
る
よ
う
な

年
一
一
月
二
四
日
の
項
に
も
、
次
の
よ

ヨ
リ
詩
ア
リ
（
電
報
）

為
驚

合
囲
半
歳
万
屍
横

於
鉄

一
挙
遂
屠
旅
順
城

、
含
雪
と
号
し
て
漢
詩
を
作
っ
た
。
し

は
、
前
者
の
そ
れ
と
は
全
く
そ
の
相
貌

リ
詩
ヲ
示
ス

雪
聞
歩
兵
第
一
連
隊
行
軍
近
郊
快
然
不

発
営

銀
鞍
白
馬
太
鮮
明

蹊
滑

人
着
鵝
毛
羽
服
軽

雪
映

笳
声
嚠
喨
帯
風
鳴

炉
底

紙
上
滔
々
坐
説
兵

『
乃
木
希
典
全
集
』
中
、
平
成
六
年

と
あ
る
と
お
り
、

励
の
暗
号
電
報
で

の
鍵
を
握
る
こ
と

に
、
漢
詩
は
こ
れ

場
面
に
お
い
て
も

に
よ
る
文
部

テ
ッ
セ
ル
に

あ
る
。
こ
れ

も
激
し
い
戦

特
殊
性
は
い

う
な
記
事
が
見
え

か
し
な
が
ら
こ
の

を
異
に
し
て
い
る
。

む
し
ろ
漢

こ
そ
、
積
極

い
う
べ
き
か

の
同
居
を
許

あ
っ
た
明
治

あ
る
い
は

「
水
師
営
の
会

自
禁
有
此
作

第
一
義
と
し

し
か
し
な

も
よ
い
実
用

る
。
速
さ
と

形
式
は
そ
も

て
は
、
一
歩

で
は
あ
る
ま

七
月
、
国
書
刊
行

作
ら
れ
た
。

四

省
唱
歌
に
も
な
っ
た
こ
の
会
見
は
、
旅

、
乃
木
は
帯
刀
を
許
し
、
紳
士
的
な
扱

ま
で
の
戦
闘
で
既
に
乃
木
は
二
子
を
失

い
を
各
地
で
繰
り
広
げ
る
こ
と
を
考
え

っ
そ
う
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

詩
は
、
他
の
文
章
形
式
の
そ
ぐ
わ
な
い

的
に
そ
の
ジ
ャ
ン
ル
の
性
格
を
主
張
す

も
し
れ
な
い
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、

容
す
る
漢
詩
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
は
、
こ

と
い
う
時
代
を
代
表
す
る
も
の
と
も
い

こ
れ
を
、
乃
木
と
ス
テ
ッ
セ
ル
将
軍
の

見
」
と
称
さ
れ
て
、
後
に
作
詞
佐
佐

な
い
、
特
殊
な
ジ
ャ
ン
ル
な
の
で
あ
る

が
ら
こ
れ
は
、
逆
に
云
え
ば
、
わ
ざ
わ

的
な
場
面
に
お
い
て
も
、
漢
詩
は
作
ら

正
確
さ
を
求
め
ら
れ
る
電
文
に
お
い
て

そ
も
不
要
な
は
ず
で
あ
る
。
ま
し
て
や

誤
れ
ば
不
見
識
の
謗
り
を
受
け
か
ね
な

い
。

つ
ま
り
漢
詩
と
は
、
時
に
非
実
用
的
な

〇
七

順
の
降
軍
の
将
で
あ
る
ス

い
を
し
た
こ
と
で
著
名
で

い
、
日
露
戦
争
が
こ
の
後

併
せ
れ
ば
、
そ
の
会
見
の

そ
の
よ
う
な
場
に
お
い
て

る
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
っ
た
と

文
学
と
非
文
学
的
状
況
と

の
よ
う
な
場
の
連
続
体
で

え
よ
う
。

会
見
に
準
え
て
も
よ
い
。

木
信
綱
、
作
曲
岡
野
貞
一

。ざ
漢
詩
に
仕
立
て
な
く
と

れ
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ

は
、
こ
の
よ
う
な
面
倒
な

、
戦
争
の
最
前
線
に
お
い

い
営
為
と
い
っ
て
も
過
言

遊
び
と
し
て
の
文
学
性
を



注

・
ウ
ォ
シ
ュ

ル
ツ

モ
ー
ス

月
、
筑
摩
書
房
）

の
創
元
社
本
（
昭

と
の
こ
と
で
あ
る

三
年
に
ロ
ン
ド
ン

乃
木
神
社
社
務

会
）
に
は
、
こ
れ

っ
た
。
そ
の
漢
詩
が

た
時
、
そ
の
存
在
意

い
う
人
物
の
評
価
が

受
容
す
る
側
の
判
断

乃
木
が
漢
詩
人
で

の
点
か
ら
云
っ
て
も

乃
木
希
典

戦
争
途
中
に
行
わ

歌
な
ど
に
よ
っ
て
喧

よ
う
な
戦
争
と
い
う

そ
が
、
乃
木
の
評
価

漢
詩
も
ま
た
、
か

な
く
、
文
学
外
へ
と

バ
ン
『
乃
木
』
の
引
用
は
、「
明
治
文
学
全

モ
ラ
エ
ス

ケ
ー
ベ
ル

ウ
ォ
シ
ュ
バ
ン

に
拠
っ
た
。
な
お
同
書
の
「
解
題
」
に
拠

和
一
六
・
一
一
、
初
版
。
一
七
・
二
、
再
版

。
な
お
同
「
解
題
」
に
拠
る
と
、『
乃
木
』

と
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
出
版
さ
れ
た

所
編
『
乃
木
希
典
全
集
』
下
（
平
成
六
年

に
次
の
詩
を
加
え
、「
漢
詩
四
題
」
と
し
て

文
学
と
い
う
窮
屈
な
枠
組
み
で
し
か
評

義
は
ほ
ぼ
失
わ
れ
た
と
云
っ
て
よ
か
ろ

分
か
れ
た
の
は
、
近
代
の
必
然
で
あ
り

の
狭
隘
化
が
想
定
で
き
る
。

あ
っ
た
事
実
は
、
乃
木
の
評
価
と
漢
詩

、
実
に
象
徴
的
と
云
わ
ざ
る
を
得
な
い

に
お
け
る
文
学

れ
た
こ
の
よ
う
な
会
見
が
人
々
に
受
容

伝
さ
れ
た
こ
と
も
、
日
露
戦
争
の
特
別

非
人
間
的
状
況
と
紳
士
的
で
人
間
的
な

に
集
約
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

つ
て
は
そ
の
よ
う
に
、
す
な
わ
ち
文
学

開
か
れ
た
受
容
を
前
提
と
し
て
作
ら
れ

集
」
第
四
九
巻
『
ベ

集
』（
昭
和
四
三
年
四

る
と
、「
目
黒
真
澄
訳

）
を
底
本
と
し
た
。」

の
原
著
は
、
一
九
一

で
あ
る
と
い
う
。

一
一
月
、
国
書
刊
行

、
乃
木
直
筆
を
写
真

価
で
き
な
く
な
っ

う
。
乃
木
大
将
と

、
そ
こ
に
も
ま
た
、

の
受
容
と
の
類
比

の
で
あ
る
。

さ
れ
、
そ
の
後
も

性
を
示
す
。
こ
の

待
遇
と
の
同
居
こ

的
鑑
賞
の
み
で
は

た
ジ
ャ
ン
ル
で
あ

版
で
こ
れ

「
神
州崚休

説

四

を
収
め
て
い
る
。

」富
嶽
聳
千
秋

赫
灼
朝
暉
照
八
洲

区
々
風
物
美

地
霊
人
傑
是
神
州

〇
八


