
『
山
月
記
』
残
照

池

田

一

彦

中
島
敦
の
「
山
月
記
」
は
、
作
中
の
言
葉
を
援
用
し
て
要
約
す
る
な
ら
ば
、「
詩
人
に
成
り
そ
こ
な
つ
て
虎
に
な
つ
た
哀
れ
な
男
」

李
徴
の
物
語
で
あ
る
。
全
体
は
、
地
の
文
の
語
り
手
に
よ
っ
て
首
尾
統
括
さ
れ
て
い
る
が
、
作
の
大
半
を
占
め
る
の
は
、
そ
の
李
徴

の
「
声
」（
又
は
「
草
中
の
声
」「
叢
中
の
声
」
等
々
の
「
声
」）
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
一
連
の
出
来
事
で
あ
り
、
李
徴
の
苦
衷
で
あ
り
、

ワ
キ
に
袁

の
一
行
を
控
え
て
そ
の
袁

と
の
や
り
と
り
こ
そ
有
る
も
の
の
、
本
質
は
、
対
話
劇
と
言
う
よ
り
も
独
白
劇
に
限
り
無

く
近
い
も
の
と
言
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。

地
の
文
の
語
り
が
、
も
っ
ぱ
ら
人
物
、
状
況
、
事
の
顚
末
の
説
明
や
補
足
と
い
っ
た
、
物
語
の
進
行
役
と
し
て
一
貫
し
た
中
性
的

役
割
、
言
わ
ば

静

の
部
分
を
担
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
李
徴
の
「
声
」
の
語
る
と
こ
ろ
は
、
彼
の
内
面
、
心
に
即
し
て
時
に

理
智
的
に
、
ま
た
時
に
感
情
的
に
言
わ
ば

動

の
部
分
を
担
っ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
し
て
、
一
見
し
た
処
で
は
、
李
徴
の

「
声
」
は
、
次
か
ら
次
と
言
葉
を
紡
ぎ
出
し
て
行
き
、
そ
の
言
葉
に
あ
た
か
も
導
か
れ
る
よ
う
に
彼
、
李
徴
と
い
う
人
間
の
奥
深
く
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潜
む
本
性
を
顕
わ
し
て
行
く
も
の
で
も
あ
る
か
の
如
く
思
わ
れ
も
す
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
事
は
そ
う
簡
単
で
は
な
い
。「
声
」
の

語
る
と
こ
ろ
は
、
確
か
に
人
間
李
徴
の
内
面
に
対
す
る
認
識
で
あ
り
、
次
第
に
そ
の
自
己
認
識
に
深
ま
り
が
認
め
ら
れ
る
の
も
事
実

で
あ
る
が
、
こ
れ
は
こ
れ
で
飽
く
ま
で
虎
と
化
し
た
李
徴
が
己
れ
の
内
面
を
省
察
し
て
得
ら
れ
た
、
彼﹅
に﹅
と﹅
っ﹅
て﹅
の﹅
真
実
で
あ
り
自

己
認
識
な
の
で
あ
る
か
ら
だ
。
聞
き
手
は
（
読
者
は
）
李
徴
の
「
声
」
の
語
り
に
半
ば
引
き
込
ま
れ
、
感
情
移
入
し
つ
つ
彼
の
内
面

の
劇
を
窺
い
見
る
の
で
あ
る
が
、
一
歩
退
い
て
こ
れ
を
考
え
る
な
ら
ば
、「
声
」
の
語
る
と
こ
ろ
の
主
観
性
は
逃
れ
難
く
、
必
ず
し

も
客
観
的
な
も
の
と
ば
か
り
は
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
点
を
踏
ま
え
つ
つ
、
だ
が
、
当
面
は
「
声
」
の
語
る
と
こ
ろ
に
耳
を
傾
け
、
更
に
は
、
こ
の
物
語
の
孕
む
問
題
性
に
つ

い
て
私
見
を
加
え
る
こ
と
と
し
た
い
。

袁

と
の
遭
遇
後
、
叢
中
か
ら
「
ど
う
か
、
ほ
ん
の
暫
く
で
い
い
か
ら
、
我
が
醜
悪
な
今
の
外
形
を
厭
は
ず
、
曾
て
君
の
友
李
徴

で
あ
つ
た
此
の
自
分
と
話
を
交
し
て
呉
れ
な
い
だ
ら
う
か
」
と
懇
請
し
た
李
徴
の
「
見
え
ざ
る
声
」
は
、
や
が
て
虎
と
化
し
て
以
来

の
苦
悩
を
縷
々
語
り
、
己
れ
の
最
も
執
着
し
た
「
詩
」
の
伝
録
を
依
頼
、
自
嘲
気
味
に
即
席
の
詩
を
述
べ
て
後
、
自
ら
の
運
命
に
つ

い
て
内
省
し
、
残
さ
れ
た
妻
子
の
面
倒
を
頼
み
つ
つ
別
れ
を
告
げ
る
の
で
あ
る
が
、
就
中
目
を
引
く
の
が
、
従
来
多
く
の
言
及
が
な

さ
れ
て
来
た
「
臆
病
な
自
尊
心
」
と
「
尊
大
な
羞
恥
心
」
の
一
条
で
あ
る
の
は
論
を
俟
つ
ま
い
。
何
故
か
。
一
言
で
言
え
ば
、
実
質

同
義
と
も
思
わ
れ
る
こ
の
二
つ
の
語
句
の
圧
倒
的
な
存
在
感
ゆ
え
で
あ
る
。
逆
説
的
な
言
葉
の
連
な
り
が
修
辞
的
に
も
卓
抜
で
、
読

み
手
に
対
し
相
当
に
強
烈
な
説
得
力
を
有
す
る
が
ゆ
え
で
あ
る
と
言
っ
て
良
か
ろ
う
。
た
だ
、
そ
の
た
め
に
「
山
月
記
」
と
い
う
作

品
の
読
解
上
、
見
え
に
く
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
点
も
ま
た
有
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
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①

何

こ
ん
な

に
な
つ
た
か
判
ら
ぬ
と
、
先
刻
は
言
つ
た
が
、
し
か
し
、
考
へ
や
う
に
依
れ
ば
、
思
ひ
当
る
こ
と
が
全
然
な

い
で
も
な
い
。
②

人
間
で
あ
つ
た

、
己
は

め
て
人
と
の
交
を

け
た
。
人
々
は
己
を
倨
傲
だ
、
尊
大
だ
と
い
つ
た
。
実
は
、

そ
れ
が
殆
ど
羞
恥
心
に
近
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
③

人
々
は
知
ら
な
か
つ
た
。
勿
論
、
曾
て
の
郷
党
の
鬼
才
と
い
は
れ
た
自

分
に
、
自
尊
心
が
無
か
つ
た
と
は
云
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
臆
病
な
自
尊
心
と
で
も
い
ふ
べ
き
も
の
で
あ
つ
た
。
④

己おれ
は

に
よ
つ
て
名
を
成
さ
う
と
思
ひ
な

ら
、

ん
で
師
に
就
い
た
り
、
求
め
て

友
と
交
つ
て
切
磋

磨
に

め
た
り
す
る
こ

と
を
し
な
か
つ
た
。
⑤

か
と
い
つ
て
、
又
、
己
は

の
間
に

す
る
こ
と
も
潔
し
と
し
な
か
つ
た
。
共
に
、
我
が
臆
病

な
自
尊
心
と
、
尊
大
な
羞
恥
心
と
の
所
為
で
あ
る
。
⑥

己おのれの

に
非
ざ
る
こ
と
を

る

に
、

て
刻
苦
し
て
磨
か
う
と

も
せ
ず
、
又
、
己おのれの

な
る
べ
き
を
半
ば
信
ず
る

に
、

々
と
し
て
瓦
に

す
る
こ
と
も
出

な
か
つ
た
。
⑦

己おれ
は
次
第

に
世
と

、
人
と

ざ
か
り
、
憤
悶
と
慙ざん
恚い
と
に
よ
つ
て
益

己
の
内
な
る
臆
病
な
自
尊
心
を
飼
ひ
ふ﹅
と﹅
ら﹅
せ﹅
る﹅
結
果
に
な

つ
た
。
人
間
は
誰
で
も
猛
獣
使
で
あ
り
、
そ
の
猛
獣
に
当
る
の
が
、
各
人
の
性
情
だ
と
い
ふ
。
己おれ
の
場
合
、
こ
の
尊
大
な
羞
恥

心
が
猛
獣
だ
つ
た
。
虎
だ
つ
た
の
だ
。
⑧

之

己
を
損
ひ
、

子
を
苦
し
め
、
友
人
を
傷
つ
け
、
果
て
は
、
己
の

を

く

の
如
く
、
内
心
に
ふ
さ
は
し
い
も
の
に

へ
て
了
つ
た
の
だ
。
今
思
へ
ば
、
全
く
、
己おれ
は
、
己
の
有も
つ
て
ゐ
た
僅
か
ば
か
り
の

才
能
を
空
費
し
て
了
つ
た
訳
だ
。
⑨

人
生
は
何

を
も
為
さ
ぬ
に
は

り
に
長
い

、
何

か
を
為
す
に
は

り
に

い
な
ど

と
口
先
ば
か
り
の
警
句
を
弄
し
な

ら
、
事
実
は
、
才
能
の
不
足
を
暴
露
す
る
か
も
知
れ
な
い
と
の
卑
怯
な
危
惧
と
、
刻
苦
を

厭
ふ
怠
惰
と
が
己
の
凡
て
だ
つ
た
の
だ
。
⑩

己
よ
り
も
遥
か
に
乏
し
い
才
能
で
あ
り
な

ら
、
そ

を
専
一
に
磨
い
た

た
め

に
、
堂
々
た
る

家
と
な
つ
た
者

幾
ら
で
も
ゐ
る
の
だ
。
虎
と
成
り
果
て
た
今
、
己
は
漸
く
そ
れ
に
気
が
付
い
た
。
そ
れ
を

思
ふ
と
、
己
は
今
も
胸
を
灼
か
れ
る
や
う
な
悔
を
感
じ
る
。
己
に
は
最
早
人
間
と
し
て
の
生
活
は
出
来
な
い
。

た
と
へ
、

、
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己

頭
の
中
で
、
ど
ん
な

た

を

つ
た
に
し
た

で
、
ど
う
い
ふ
手

で

表
で
き
よ
う
。
ま
し
て
、
己
の
頭
は
日
毎

に
虎
に
近
づ
い
て
行
く
。（
傍
点
原
文
）

右
で
私
に
傍
線
を
施
し
た
部
分
に
つ
い
て
、
①
③
⑧
⑨
⑩
に
つ
い
て
は
後
に
譲
る
こ
と
と
し
て
、
他
は
殆
ど
、
作
品
冒
頭
の
地
の

文
の
語
り
に
言
う
、
李
徴
が
官
を
退
い
て
後
「
人
と
交
を
絶
つ
て
、
ひ
た
す
ら
詩
作
に
耽
」
り
「
詩
家
と
し
て
の
名
を
死
後
百
年
に

遺
さ
う
と
し
た
」
こ
と
と
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
と
の
「
交
」
わ
り
を
拒
絶
し
、
ひ
た
す
ら
「
詩
」
人
と
し
て
の

「
名
」
声
を
求
め
る
こ
と
へ
の
苛
烈
な
執
着
の
有
り
様
と
関
わ
る
部
分
で
あ
る
。（
こ
の
執
着
の
様
は
、
李
徴
自
身
の
語
り
と
し
て
も
、

「
何
も
、
之
に
仍
つ
て
一
人
前
の
詩
人
面づら
を
し
た
い
の
で
は
な
い
。
作
の
巧
拙
は
知
ら
ず
、
と
に
か
く
、
産
を
破
り
心
を
狂
は
せ
て
迄
自
分
が

生
涯
そ
れ
に
執
着
し
た
所
の
も
の
を
、
一
部
な
り
と
も
後
代
に
伝
へ
な
い
で
は
、
死
ん
で
も
死
に
切
れ
な
い
の
だ
」
と
か
、「
羞はづか
し
い
こ
と
だ

が
、
今
で
も
、
こ
ん
な
あ﹅
さ﹅
ま﹅
し﹅
い﹅
身
と
成
り
果
て
た
今
で
も
、
己
は
、
己
の
詩
集
が
長
安
風
流
人
士
の
机
の
上
に
置
か
れ
て
い
る
様
を
、
夢

に
見
る
こ
と
が
あ
る
の
だ
」
と
再
三
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。）「
人
と
の
交
」、
具
体
的
に
は
「
師
に
就
」
い
た
り
、「
求
め
て
詩
友
と
交
」

わ
る
こ
と
が
意
図
的
に
避
け
ら
れ
、
し
か
も
同
時
に
、
自
ら
の
「
詩
」
業
が
自
ら
の
「
名
」
と
共
に
「
詩
集
」
と
し
て
例
え
ば
永
く

「
長
安
風
流
人
士
」
の
机
上
に
置
か
れ
て
あ
る
こ
と
を
夢
想
す
る
、
と
い
う
こ
と
。
一
方
で
ま
た
、「
人
と
の
交
」
は
「
俗
物
」「
瓦
」

「
己
よ
り
も
遥
か
に
乏
し
い
才
能
」
の
連
中
と
も
当
然
の
こ
と
の
よ
う
に
忌
み
避
け
ら
れ
た
の
だ
。

元
来
、「
詩
」
と
い
う
も
の
は
、
他
人
に
読
ま
れ
且
つ
評
価
さ
れ
る
こ
と
を
欲
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
勿
論
、
最
初
か
ら
他
人
に

見
せ
る
、
見
ら
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
な
い
で
作
ら
れ
る
自
家
用
の
詩
と
い
う
も
の
が
有
っ
て
何
ら
不
自
然
で
は
な
い
の
だ
が
、
李

徴
に
と
っ
て
の
「
詩
」
は
、

に
も
見
え
る
よ
う
に
予
め
「
発
表
」
を
前
提
と
し
、「
長
安
風
流
人
士
」
の
如
く
品
格
あ
る
人
々
に

そ
の
「
名
」
と
共
に
永
く
そ
れ
こ
そ
「
第
一
流
の
作
品
」
と
し
て
評
価
さ
れ
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
望
ま
れ
て
い
る
、
極
め
て
対
他
的
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な
存
在
と
し
て
の
「
詩
」
な
の
だ
。
だ
が
、
繰
り
返
す
、
そ
れ
が
「
人
と
の
交
」
を
一
切
絶
っ
た
処
で
夢
想
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は

一
体
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
る
の
か
。
李
徴
の
「
声
」
は
、
自
己
分
析
的
に
「
臆
病
な
自
尊
心
」
と
「
尊
大
な
羞
恥
心
」
を
、
更
に
は

「
卑
怯
な
危
惧
」
と
「
刻
苦
を
厭
ふ
怠
惰
」
を
「
人
と
の
交
」
を
絶
っ
た
理
由
と
し
て
析
出
し
て
い
る
も
の
の
如
く
で
あ
る
が
、
そ

こ
に
は
、
排
他
的
な
境
遇
と
対
他
的
な
、
他
者
志
向
性
と
い
う
矛
盾
し
た
様
相
が
共
存
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
一
方
で
「
長
安
風
流
人
士
」
と
言
い
、「
師
」
と
言
い
「
詩
友
」
と
言
う
、
李
徴
の
見
仰
ぐ
る
べ
く
何
が
し
か
の
憧
憬

と
親
愛
の
対
象
を
持
ち
な
が
ら
、
一
方
で
は
「
俗
物
」（
作
品
の
冒
頭
で
は
、
地
の
文
の
中
な
が
ら
、「
賤
吏
」「
下
吏
」「
俗
悪
な
大
官
」

「
鈍
物
」
等
の
語
が
鏤
め
ら
れ
て
い
た
）
以
下
の
者
達
に
対
す
る
極
め
て
侮
蔑
的
な
見
下
し
の
視
線
が
用
意
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

が
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
抜
き
差
し
な
ら
な
い
李
徴
と
い
う
人
物
の
エ
リ
ー
ト
意
識
と
上
昇
志
向
が
存
在
し
て
い
る
の
で
も
あ
る
。

（
原
典
の
「
人
虎
伝
」
に
お
け
る
「
皇
族
の
子
」
と
い
う
設
定
の
反
映
で
も
あ
ろ
う
か
。）

次
い
で
、
傍
線
を
付
し
た
①
と
③
に
関
わ
る
と
こ
ろ
を
述
べ
よ
う
。

先
ず
、
①
に
つ
い
て
、
こ
れ
は
、
李
徴
の
「
声
」
の
語
る
次
の
よ
う
な
部
分
と
対
応
し
て
い
た
。

ど
う
し
て
も
夢
で
な
い
と
悟
ら
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
時
、
自
分
は
茫
然
と
し
た
。
さ
う
し
て
懼
れ
た
。
全
く
、
ど
ん
な
事
で
も

起
り
得
る
の
だ
と
思
う
て
、
深
く
懼
れ
た
。
し
か
し
、
何

こ
ん
な

に
な
つ
た
の
だ
ら
う
。

ら
ぬ
。

く
何

も
我
々
に

は
判
ら
ぬ
。

由
も

ら
ず
に
押

け
ら

た
も
の
を
大
人
し
く
受
取
つ
て
、

由
も

ら
ず
に
生
き
て

く
の
が
、
我
々
生

き
も
の
の
さ﹅
だ﹅
め﹅
だ
。

我
が
身
に
起
こ
っ
た
虎
へ
の
変
身
と
い
う
不
可
思
議
を
き
っ
か
け
に
、「
生
」
あ
る
も
の
全
て
が
正
に
理
不
尽
・
不
条
理
な
生
を

生
き
て
行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
「
さ﹅
だ﹅
め﹅
」「
運
命
」
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
の
だ
が
、
重
要
な
の
は
「
分
ら
ぬ
」「
判
ら
ぬ
」
と
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再
三
繰
り
返
し
、「
生
」
に
潜
む
、
人
智
の
及
び
難
い
絶
対
的
な
不
可
知
の
感
情
が
そ
こ
に
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、

こ
の
物
語
に
お
い
て
、
よ
り
重
き
を
置
く
べ
き
は
、
更
に
そ
の
先
に
あ
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
③
部
分
に
関
わ
る
の
だ
が
、
同
じ
「
分

ら
」
な
さ
で
も
、
生
き
も
の
の
「
さ﹅
だ﹅
め﹅
」「
運
命
」
と
い
っ
た
何
か
形
而
上
的
な
も
の
に
つ
い
て
の
そ
れ
で
な
く
、
も
っ
と
人
間

一
般
に
身
近
で
且
つ
深
く
本
質
的
な
も
の

「
心
」

に
つ
い
て
の
そ
れ
で
あ
る
。
虎
の
外
形
と
「
人
間
の
心
」
の
共
存
に

（
そ
の
入
れ
替
わ
り
に
）
苦
し
む
李
徴
の
「
声
」
は
言
う
。

一
体
、
獣
で
も
人
間
で
も
、
も
と
は
何
か
他
の
も
の
だ
つ
た
ん
だ
ら
う
。
初
め
は
そ
れ
を
憶
え
て
ゐ
る
が
、
次
第
に
忘
れ
て
了

ひ
、
初
め
か
ら
今
の
形
の
も
の
だ
つ
た
と
思
ひ
込
ん
で
ゐ
る
の
で
は
な
い
か
？

い
や
、
そ
ん
な

は
ど
う
で
も
い
い
。
己
の

中
の
人
間
の
心
が
す
つ
か
り
消
え
て
了
へ
ば
、
恐
ら
く
、
そ
の
方
が
、
己
は
し﹅
あ﹅
わ﹅
せ﹅
に
な
れ
る
だ
ら
う
。
だ
の
に
、
己
の
中

の
人
間
は
、
そ
の
事
を
、
此
の
上
な
く
恐
し
く
感
じ
て
ゐ
る
の
だ
。
あ
ゝ
、

く
、
ど
ん
な
に
、

し
く
、
哀
し
く
、
切
な
く

思
つ
て
ゐ
る
だ
ら
う
！

己

人
間
だ
つ
た

の
な
く
な
る
こ
と
を
。
こ
の
気
持
は

に
も

ら
な
い
。

に
も

ら
な
い
。

己
と
同
じ
身
の
上
に
成
つ
た
者
で
な
け

ば
。

束
の
間
、
理
屈
ば
っ
た
事
を
口
に
す
る
李
徴
で
あ
る
が
、「
い
や
、
そ
ん
な
事
は
ど
う
で
も
い
い
」
と
思
い
改
ま
る
と
、
一
気
に

彼
の
感
情
は
理
屈
を
越
え
て
迸
り
出
る
。
作
中
、（
正
確
に
、
で
は
な
い
が
）
唯
一
「
誰
に
も
分
ら
な
い
」
と
繰
り
返
し
嘆
く
李
徴
の

「
声
」
は
、
悲
壮
に
し
て
且
つ
深
刻
・
切
実
で
あ
る
。
こ
れ
が
、「
故と
人も
」
す
な
わ
ち
か
つ
て
「
最
も
親
し
い
友
」
で
あ
っ
た
袁

を

前
に
し
て
の
発
言
で
あ
る
こ
と
の
意
味
は
大
き
い
。
李
徴
の
言
葉
は
、「
己
と
同
じ
身
の
上
に
成
つ
た
者
で
な
け
れ
ば
」
と
付
け
足

さ
れ
る
こ
と
で
、
自
分
と
同
じ
思
い
を
、
袁

さ
え
を
も
含
め
た
「
誰
に
も
」
分
ら
な
い
と
訴
え
て
い
る
の
だ
。
人
と
人
と
の
思
い

が
、
心
が
共
有
出
来
な
い
と
い
う
こ
と
。
李
徴
の
苦
し
い
思
い
は
、
竟
に
「
誰
に
も
分
ら
な
い
」
の
だ
。
こ
の
直
後
、
李
徴
の
心
を
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捕
え
続
け
た
「
詩
」
の
伝
録
を
依
頼
す
べ
く
、「
所
で
、
さ
う
だ
。
己
が
す
つ
か
り
人
間
で
な
く
な
つ
て
了
ふ
前
に
、
一
つ
頼
ん
で

置
き
度
い
こ
と
が
あ
る
」
と
、
正
に
心
を
切
り
換
え
て
再
び
理
性
的
な
李
徴
の
「
語
り
」
は
続
く
の
だ
が
、「
人
間
の
心
」
の

分

ら
な
さ

に
つ
い
て
の
言
及
は
、
例
の
「
臆
病
な
自
尊
心
」「
尊
大
な
羞
恥
心
」
を
巡
る
自
己
分
析
的
な
言
説
の
後
、
こ
の
稿
は
じ

め
の
引
用
文
の
直
後
に
次
の
よ
う
な
形
で
、
も
う
一
度
姿
を
現
わ
す
の
で
あ
る
。

ど
う
す
れ
ば
い
い
の
だ
。
己
の
空
費
さ
れ
た
過
去
は
？

己
は
堪
ら
な
く
な
る
。
さ
う
い
ふ
時
、
己
は
、
向
ふ
の
山
の
頂
の
巌

に
上
り
、
空
谷
に
向
つ
て
吼
え
る
。
こ
の

を
灼
く
悲
し
み
を

か
に

へ
た
い
の
だ
。
己
は
昨
夕
も
、
彼
処
で
月
に
向
つ
て

咆
え
た
。

か
に
此
の
苦
し
み

つ
て
貰
へ
な
い
か
と
。
し
か
し
、

ど
も
は
己
の
声
を
聞
い
て
、
唯
、
懼

、
ひ

伏
す

ば
か
り
。
山
も

も
月
も
露
も
、
一
匹
の
虎

怒
り

つ
て
、
哮たけ
つ
て
ゐ
る
と
し
か
考
へ
な
い
。
天
に
躍
り
地
に
伏
し
て
嘆
い

て
も
、

一
人
己
の
気
持
を

つ
て

る
者
は
な
い
。
丁
度
、
人
間
だ
つ
た

、
己
の
傷
つ
き
易
い
内
心
を

も

し
て

な
か
つ
た
や
う
に
。
己
の
毛
皮
の
濡
れ
た
の
は
、
夜
露
の
た
め
ば
か
り
で
は
な
い
。

前
の

分
ら
な
さ

が
、
虎
と
化
し
て
「
人
間
だ
つ
た
記
憶
の
な
く
な
る
」
こ
と
へ
の
「
恐
し
く
、
哀
し
く
、
切
な
」
い
と
思
う

自
ら
の
心
情
が
「
誰
に
も
分
ら
な
い
」
と
す
る
も
の
で
、
ど
ち
ら
か
と
言
う
と
、
同
じ
「
人
間
」
に
分
っ
て
貰
え
な
い
苦
悩
を
語
っ

て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
に
対
し
、
こ
こ
で
の

分
ら
な
さ

で
は
、
そ
の
分
っ
て
貰
い
た
い
と
思
う
、
そ
の
対
象
が
格
段
の
広
が
り

を
示
す
、
と
い
う
相
違
が
あ
る
の
だ
が
、
両
者
、
虎
の
李
徴
が
、
自
分
の
思
い
、
心
の
様
子
を
他
者
に
少
し
で
も
分
っ
て
欲
し
い
、

と
願
う
切
実
さ
で
共
通
し
て
い
る
。
言
わ
ば
、
前
者
の
発
展
形
と
し
て
後
者
を
捉
え
て
良
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。「
胸
を
灼
く
悲

し
み
を
誰
か
に
訴
へ
た
い
」
と
言
う
「
誰
か
」
は
、
も
う
必
ず
し
も
「
人
間
」
だ
け
と
は
限
ら
な
い
。「
誰
か
に
此
の
苦
し
み
が
分

つ
て
貰
へ
な
い
か
」
の
「
誰
か
」
も
同
断
、
そ
れ
は
「
獣
ど
も
」
で
も
良
い
し
、
更
に
は
、
所
謂
生
き
も
の
な
ら
ざ
る
も
の
た
ち
、
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「
山
」
で
あ
っ
て
も
「
樹
」
で
あ
っ
て
も
「
月
」
で
あ
っ
て
も
「
露
」
で
あ
っ
て
も
良
い
の
で
あ
る
。
己
れ
の
周
り
に
存
在
す
る
有

り
と
あ
ら
ゆ
る
も
の
、
そ
の
「
誰
一
人
己
の
気
持
を
分
つ
て
呉
れ
る
者
は
な
い
」
の
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
痛
切
に
、
己
れ
を
、「
己

の
気
持
」
を
少
し
で
も
分
っ
て
貰
い
た
い
と
心
底
冀
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
分
っ
て
貰
い
た
い
の
に
竟
に
分
っ
て
は
貰
え
ぬ
絶
望
感
。

絶
対
の
孤
独
を
生
き
る
し
か
途
は
無
い
の
か

。
そ
し
て
、
李
徴
の
「
声
」
は
続
け
て
言
う
。「
丁
度
、
人
間
だ
つ
た
頃
、
己
の

傷
つ
き
易
い
内
心
を
誰
も
理
解
し
て
呉
れ
な
か
つ
た
や
う
に
」
と
。
だ
が
、
翻
っ
て
思
い
み
る
に
、
そ
の
「
己
の
傷
つ
き
易
い
内

心
」
と
は
何
で
あ
る
の
か
。
先
の
「
臆
病
な
自
尊
心
」「
尊
大
な
羞
恥
心
」
同
様
、
存
在
感
は
有
っ
て
も
、
所
詮
は
抽
象
語
の
域
を

出
る
も
の
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
に
は
、
李
徴
の
冷
徹
な
自
己
分
析
と
言
う
よ
り
、
い
っ
そ
自
ら
の
弱
さ
を

隠
し
鎧
お
わ
ん
と
す
る
自
己
弁
護
と
言
う
か
自
己
擁
護
の
趣
き
す
ら
漂
っ
て
い
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
も
「
己
の
傷
つ
き
易
い

内
心
」
の
内
実
が
不
鮮
明
で
、
先
天
的
に
そ
れ
が
善
い
も
の
、
正
し
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
前
提
さ
れ
て
い
る
叙
述

の
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
り
、「
誰
も
理
解
し
て
呉
れ
な
か
つ
た
」
と
い
う
表
現
か
ら
は
、
自
分
が
あ
た
か
も
被
害
者
で
あ
る
と
で

も
い
っ
た
意
識
が
見
え
透
く
。
冒
頭
、
李
徴
の
「
語
り
」
の
必
ず
し
も
客
観
的
な
ら
ざ
る
こ
と
に
触
れ
て
お
い
た
が
、
右
の
科
白
に

は
、
ど
う
も
独
善
的
な
被
害
者
意
識
が
チ
ラ
つ
い
て
見
え
る
の
で
あ
る
。
果
た
し
て
、
李
徴
の
「
傷
つ
き
易
い
内
心
」
を
察
知
出
来

な
か
っ
た
周
り
の
者
達
に
、
そ
れ
程
の
責
め
は
有
る
の
だ
っ
た
ろ
う
か
。

一
方
ま
た
、
こ
れ
は
、
李
徴
に
責
め
を
負
わ
せ
る
訳
に
は
行
か
な
い
の
だ
が
、
傍
線
を
付
し
た
⑧
に
つ
い
て
見
る
に
、
こ
こ
で
は
、

「
尊
大
な
羞
恥
心
」
が
「
己
を
損
ひ
、
妻
子
を
苦
し
め
、
友
人
を
傷
つ
け
、
果
て
は
、
己
の
外
形
を
斯
く
の
如
く
、
内
心
に
ふ
さ
は

し
い
も
の
に
変
へ
て
了
つ
た
」
と
言
う
の
だ
が
、
少
な
く
と
も
虎
に
化
す
る
前
の
李
徴
が
「
友
人
を
傷
つ
け
」
た
と
い
う
一
条
は
、

作
中
に
対
応
す
る
記
述
を
見
出
せ
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
辺
の
李
徴
の
語
り
は
、
同
じ
く
傍
線
⑨
の
「
人
生
は
何
事
を
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も
為
さ
ぬ
に
は
余
り
に
長
い
が
、
何
事
か
を
為
す
に
は
余
り
に
短
い
な
ど
と
口
先
ば
か
り
の
警
句
を
弄
し
な
が
ら
」
な
ど
と
い
っ
た

自
己
批
評
的
な
（
或
い
は
、
い
っ
そ
「
自
嘲
的
」
な
？
）
語
り
口
を
有
し
つ
つ
も
、
や
は
り
「
臆
病
な
自
尊
心
」「
尊
大
な
羞
恥
心
」

と
い
う
決
め
科
白
を
中
心
に
多
分
に
修
辞
的
な
（
内
容
と
言
う
よ
り
も
表
現
の
工
夫
・
作
為
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
、
と
い
う
意
味
で
）

言
い
廻
し
が
展
開
し
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
李
徴
の
虎
で
は
な
い
が
、
語
り
手
自
身
が
自
ら
の
語
り
に
酔
っ
て
い
る
よ
う

な
気
味
合
い
の
一
段
で
あ
る
こ
と
も
改
め
て
指
摘
し
て
置
き
た
く
思
う
。

そ
し
て
、
⑩
を
見
る
に
、
李
徴
は
「
己
よ
り
も
遥
か
に
乏
し
い
才
能
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
を
専
一
に
磨
い
た
が
た
め
に
、
堂
々

た
る
詩
家
と
な
つ
た
者
が
幾
ら
で
も
ゐ
る
の
だ
」
と
悔
み
、
語
る
。
各
自
が
持
て
る
「
才
能
」
を
「
専
一
に
磨
」
く
、
と
い
う
そ
れ

だ
け
の
事
が
李
徴
に
は
不
足
し
て
い
た
。「
臆
病
な
自
尊
心
」
や
「
尊
大
な
羞
恥
心
」
云
々
と
い
っ
た
抽
象
的
で
面
倒
な
自
意
識
な

ど
、
だ
と
す
れ
ば
、
ど
う
で
も
良
か
っ
た
の
で
は
な
い
の
か
。
具
体
的
な
「
刻
苦
」
の
一
つ
一
つ
、
そ
れ
こ
そ
が
彼
に
は
必
要
だ
っ

た
。
そ
れ
は
、
恐
ら
く
、
李
徴
自
ら
語
る
よ
う
に
「
進
ん
で
師
に
就
い
た
り
、
求
め
て
詩
友
と
交
つ
て
切
磋
琢
磨
に
努
め
」
る
こ
と

で
あ
っ
た
。
そ
う
し
て
「
人
と
の
交
」
を
拒
絶
し
な
い
こ
と
こ
そ
が
、
彼
の
選
ぶ
べ
き
生
き
様
だ
っ
た
の
だ
。
袁

が
李
徴
の
旧
詩

に
感
じ
取
っ
た
「
第
一
流
の
作
品
」
と
し
て
の
「
何
処
か
（
非
常
に
微
妙
な
点
に
於
て
）
缺
け
る
所
」
と
関
わ
る
の
も
、
一
に
こ
の

点
だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

「
詩
」
と
言
い
「
名
」
と
言
い
、
詰
ま
る
所
は

言
葉

で
あ
り
、
李
徴
は
言
わ
ば

言
葉
の
呪
縛

に
囚
わ
れ
た
男
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の

言
葉

の
対
他
的
性
格
に
反
し
て
、
一
切
「
人
と
の
交
」
を
絶
つ
と
い
う

行
為

に
出
た
李
徴
に
は
、
始
め
か

ら
成
功
は
遠
い
も
の
だ
っ
た
。
し
か
も
、
彼
の
隠
さ
れ
た
エ
リ
ー
ト
意
識
は
、
益
々
成
功
を
彼
か
ら
遠
ざ
け
た
。
他
人
を
分
ろ
う
と
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し
な
い
人
間
が
、
自
分
の
気
持
だ
け
は
他
人
に
分
っ
て
貰
い
た
い
と
望
み
、
そ
し
て
当
然
そ
れ
は
叶
え
ら
れ
な
い
も
の
だ
っ
た
。
虎

に
な
っ
た
李
徴
の
叫
び
に
は
、
心
の
疎
通
性
へ
の
深
い
絶
望
が
籠
め
ら
れ
て
い
る
。「
山
月
記
」
と
い
う
作
品
に
刻
み
込
ま
れ
た
李

徴
の
訴
え
の
本
質
的
な
部
分
は
、「
臆
病
な
自
尊
心
」
や
「
尊
大
な
羞
恥
心
」
と
い
っ
た
自
己
の
紡
ぎ
出
し
た
悔
み
の
言
説
・
弁
明

の
真
実
ら
し
さ
に
よ
り
も
、
む
し
ろ
自
分
の
「
心
」
は
竟
に
他
者
に
分
っ
て
貰
え
な
い
の
だ
と
い
う
ど
う
に
も
抗
え
な
い
自
己
の
運

命
に
対
す
る
悲
痛
な
心
の
叫
び
に
こ
そ
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
人
間
が
虎
に
化
す
と
い
う
奇
異
な
設
定
を
超
え
て
、
そ
れ
は
読
み

手
の
心
に
切
実
に
今
も
響
き
渡
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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