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な
び
き
よ
る
雲
の
す
が
た
の
や
は
ら
か
き�

け
ふ
富
士
が
嶺ね

の
ゆ
ふ
ま
ぐ
れ
か
な�

牧�

水
　

　
大
正
九
年
八
月
十
五
日
に
一
家
を
挙
げ
て
沼
津
へ
移
住
し
て
き
た

牧
水
は
、
ひ
と
月
く
ら
い
は
移
住
の
疲
労
で
妻
の
喜
志
子
と
も
ど
も

半
病
人
の
よ
う
に
寝
た
り
起
き
た
り
を
繰
り
返
し
て
い
た
よ
う
だ
。

秋
に
な
り
、
疲
労
も
少
し
ず
つ
回
復
し
て
、
作
歌
も
で
き
は
じ
め
て

き
て
お
り
、
九
月
に
は
一
週
間
ほ
ど
東
京
に
滞
在
し
た
。

　
十
月
九
日
、
午
前
中
は
原
稿
を
書
い
て
い
た
が
、
う
ま
く
書
け
ず
、

書
き
損そ
こ

ね
の
原
稿
用
紙
が
膝
の
横
に
堆
う
ず
た
かく
な
る
の
み
で
、
つ
い
に
諦

め
て
早は

や

昼ひ
る

に
す
る
よ
う
に
家
人
に
催
促
し
、
晩
酌
用
の
酒
を
取
り
出

し
て
ち
び
ち
び
飲
み
始
め
て
い
る
と
、
次
第
に
旅
心
が
生
じ
て
き
て
、

富
士
南
麓
の
裾
野
大
野
原
を
歩
い
て
み
た
く
な
り
、
思
い
立
っ
て
旅

に
出
る
こ
と
に
な
っ
た
。
沼
津
に
来
て
か
ら
最
初
の
旅
で
あ
る
。

　
午
後
一
時
、
牧
水
は
東
海
道
線
（
現
在
の
御
殿
場
線
）
の
沼
津
駅

を
出
発
し
て
、
三
島
駅
（
現
在
の
下
土
狩
駅
）
を
経
て
御
殿
場
に
降

り
立
ち
、
雨
の
中
を
、
裾
野
の
須
山
を
目
指
し
て
歩
き
、
清
水
館
に

泊
ま
っ
た
。
翌
十
日
は
快
晴
に
恵
ま
れ
、
十
里
木
ま
で
歩
い
て
、
そ

の
村
に
た
だ
一
軒
あ
る
と
い
う
茶
店
に
泊
め
さ
せ
て
も
ら
い
、
十
一

日
、
終
日
西
へ
歩
き
つ
づ
け
て
、
富
士
宮
の
大
宮
町
へ
着
い
た
。

　
こ
の
旅
の
こ
と
は
、『
静
か
な
る
旅
を
ゆ
き
つ
つ
』
所

収
の
「
富
士
裾
野
の
三
日
」
に
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
。

　
牧
水
が
こ
の
旅
で
詠
ん
だ
短
歌
は
、
第
十
四
歌
集
『
山

桜
の
歌
』
の
「
大
野
原
の
秋
」
に
九
首
収
め
ら
れ
て
い
る
。

掲
載
し
た
半
切
の
短
歌
は
、
そ
の
中
の
最
後
の
一
首
で
、

そ
の
ほ
か
の
短
歌
は
以
下
の
八
首
で
あ
る
。

富
士
が
嶺
や
裾
野
に
来
り
仰
ぐ
と
き
い
よ
よ
親
し
き
山
に
ぞ

あ
り
け
る

富
士
が
嶺
の
裾
野
の
原
の
真
広
き
は
言こ

と

に
出
し
か
ね
つ
た
だ

に
ゆ
き
ゆ
く

富
士
が
嶺
に
雲
は
寄
れ
ど
も
あ
な
か
し
こ
わ
が
み
て
を
れ
ば

う
す
ら
ぎ
て
ゆ
く

大
わ
だ
の
う
ね
り
に
似
た
る
富
士
が
嶺
の
裾
野
の
岡
の
う
ね

り
お
も
し
ろ

穂
す
す
き
の
原
ま
ひ
わ
た
る
つ
ぶ
ら
鳥
う
づ
ら
の
鳥
は
二
つ

な
ら
び
と
べ
り

つ
つ
ま
し
く
心
な
り
ゐ
て
富
士
が
嶺
の
裾
野
に
ま
へ
る
う
づ

ら
鳥
見
つ

富
士
が
嶺
の
裾
野
の
原
の
く
す
り
草
せ
ん
ぷ
り
を
摘
み
ぬ
指

い
た
む
ま
で
に

富
士
が
嶺
の
裾
野
の
原
を
う
づ
め
咲
く
松ま

つ

虫む
し

草さ
う

を
ひ
と
日
見

て
来き

ぬ

　
な
お
、
大
正
十
一
年
六
月
に
再
度
大
野
原
を
訪
れ
た
牧
水
は
、「
大

野
原
の
初
夏
」
と
題
す
る
二
十
七
首
を『
山
桜
の
歌
』に
載
せ
て
い
る
。

　
表
掲
の
半
切
は
、
田
中
旭
沼
津
牧
水
会
初
代
事
務
局
長
の
妹
・
石

井
敏
子
様
の
孫
の
石
井
一
平
様
か
ら
寄
贈
し
て
い
た
だ
い
た
。
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牧
水
と
か
ら
だ
の
歌�

大
　
森
　
静
　
佳

　
あ
る
と
き
、
牧
水
の
身
長
が
一
五
六
セ
ン
チ
だ
っ
た
と

い
う
こ
と
を
知
っ
て
と
て
も
驚
き
ま
し
た
。
私
は
一
六
〇

セ
ン
チ
な
の
で
、
も
し
二
人
で
向
か
い
あ
っ
た
ら
牧
水
を

見
お
ろ
す
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

　
も
ち
ろ
ん
日
本
人
の
平
均
身
長
は
男
女
そ
れ
ぞ
れ
今
と

は
ず
い
ぶ
ん
違
っ
た
で
し
ょ
う
。
で
も
、
た
と
え
ば
石
川

啄
木
や
斎
藤
茂
吉
が
仮
に
自
分
よ
り
小
柄
だ
っ
た
と
し
て

も
そ
れ
ほ
ど
の
驚
き
は
あ
り
ま
せ
ん
。
牧
水
の
歌
を
読
ん

で
い
る
と
、
自
然
を
見
つ
め
る
視
線
の
ス
ケ
ー
ル
の
大
き

さ
は
も
ち
ろ
ん
、
お
お
ら
か
に
動
く
腕
や
太
腿
、
ふ
く
ら

は
ぎ
な
ど
が
見
え
て
く
る
感
じ
が
し
ま
す
。
全
体
と
し
て

も
何
と
な
く
ゆ
っ
た
り
と
大
き
な〈
か
ら
だ
〉を
思
い
浮
か

べ
て
い
た
の
で
、
事
実
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
に
驚
い
た
の
で
し

た
。

　
古
典
和
歌
で
は
ほ
と
ん
ど
登
場
し
な
い
〈
か
ら
だ
〉
の

部
位
を
あ
ら
わ
す
言
葉
。
身
体
感
覚
に
よ
っ
て
世
界
と
つ

な
が
る
歌
を
開
拓
し
た
歌
人
と
い
え
ば
、
ま
ず
は
与
謝
野

晶
子
を
思
い
浮
か
べ
ま
す
。
女
性
側
の
〈
か
ら
だ
〉
の
歌

の
代
表
が
晶
子
だ
と
す
る
と
、
男
性
側
の
代
表
は
牧
水
に

な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
く
ら
い
、
牧
水
に

は
身
体
感
覚
が
印
象
的
な
歌
、
そ
し
て
直
接
身
体
の
部
位

が
歌
に
出
て
こ
な
く
て
も
、
た
と
え
ば
動
詞
の
ち
か
ら
が

大
き
く
働
い
て
「
動
き
」
が
見
え
る
歌
が
多
い
と
感
じ
て

い
ま
す
。

樹
に
倚よ

り
て
頬ほ
ゝ

を
よ
す
れ
ば
ほ
の
か
に
も
頬
に
脈
う

つ
秋
木
立
か
な�

『
海
の
声
』

　
樹
の
幹
に
ほ
っ
ぺ
た
を
寄
せ
る
と
、
樹
が
か
す
か
に
脈

を
打
つ
音
が
感
じ
ら
れ
た
と
い
う
、
樹
と
の
交
歓
が
親
密

な
一
首
で
す
。
実
際
に
は
自
分
の
鼓
動
が
ど
き
ど
き
し
て

い
た
の
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
樹
は
生
き
物
だ
と
い
う

思
い
が
あ
る
か
ら
、
こ
う
い
う
感
受
の
し
か
た
に
な
る
の

で
し
ょ
う
。
と
り
た
て
て
恋
愛
云
々
、
恋
人
云
々
と
は
書

い
て
い
な
い
の
で
す
が
、
何
と
な
く
淡
い
恋
の
気
分
が

漂
っ
て
い
る
よ
う
な
気
も
し
ま
す
。
答
え
の
な
い
物
思
い

に
沈
ん
で
い
る
感
じ
と
い
う
か
。「
頬
」「
ほ
の
か
に
」「
頬
」

と
、
息
の
音
ゆ
た
か
な
「
ほ
」
の
頭と

う

韻い
ん

も
魅
力
的
で
す
。

か
れ
草
の
な
か
に
散
り
た
る
楢な
ら

の
葉
を
ひ
ろ
は
む
と

し
て
手
の
さ
び
し
け
れ�

『
路
　
上
』

　
次
も
秋
の
歌
で
す
。
山
歩
き
を
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う

か
、
枯
れ
草
の
な
か
に
落
ち
て
い
る
楢
の
葉
を
拾
お
う
と

し
た
。
そ
の
と
き
ふ
と
、
手
が
寂
し
か
っ
た
と
言
う
ん
で

す
ね
。
私
た
ち
は
寂
し
さ
は
ふ
つ
う
心
で
感
じ
る
も
の
だ

と
思
い
こ
ん
で
い
る
の
で
、「
手
の
さ
び
し
け
れ
」
は
感

覚
の
出
し
方
と
し
て
新
鮮
で
は
っ
と
さ
せ
ら
れ
ま
す
。

葉
っ
ぱ
を
拾
っ
て
か
ら
寂
し
さ
を
感
じ
る
の
で
は
な
く
、

拾
う
一
瞬
前
の
「
手
」
の
渇
き
を
と
ら
え
て
い
る
と
こ
ろ

が
、
繊
細
で
目
を
引
き
ま
す
。
し
ん
と
し
た
秋
の
気
配
。

手
が
寂
し
い
か
ら
、
ふ
っ
と
自
然
な
流
れ
で
葉
っ
ぱ
を

拾
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
感
覚
や
感
情
を
頭
の
な
か

で
組
み
立
て
ず
、
あ
く
ま
で
体
感
に
沿
っ
て
言
葉
に
し
て

い
る
こ
と
が
、
こ
の
「
ひ
ろ
は
む
と
し
て
手
の
さ
び
し
け

れ
」
と
い
う
語
順
か
ら
伝
わ
り
ま
す
。

白し
ら

玉た
ま

の
歯
に
し
み
と
ほ
る
秋
の
夜
の
酒
は
し
づ
か
に

飲
む
べ
か
り
け
れ�

『
路
　
上
』

　
の
ち
に
結
句
は
「
飲
む
べ
か
り
け
り
」
に
改
作
さ
れ
た

の
で
す
が
、
有
名
な
歌
で
す
ね
。
お
酒
は
ひ
と
り
静
か
に

思
い
を
巡
ら
せ
な
が
ら
飲
も
う
と
い
う
と
こ
ろ
に
気
分
の

中
心
は
あ
る
の
で
す
が
、
よ
く
読
ん
で
み
る
と
上
の
句
も

面
白
い
で
す
。
ふ
つ
う
、
お
酒
の
味
や
温
度
は
舌
あ
る
い

は
喉
で
感
じ
と
る
と
思
う
の
で
す
が
、
牧
水
は
「
歯
」
に

左から 『海の声』 『路上』 『死か芸術か』
『秋風の歌』 『くろ土』 『黒松』
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沁
み
と
お
る
と
言
う
ん
で
す
ね
。
ま
る
で
雨
の
し
ず
く
が

岩
肌
に
沁
み
こ
む
よ
う
に
、
透
明
な
酒
の
一
滴
一
滴
が

真
っ
白
な
歯
に
沁
み
て
い
く
。
上
の
句
の
感
覚
の
冴
え
が

あ
る
か
ら
こ
そ
、
下
の
句
の
箴し

ん

言げ
ん

が
よ
り
鮮
や
か
に
決

ま
っ
て
い
る
の
だ
と
も
思
い
ま
す
。

身み

揺ゆ
す

ら
ば
青
き
岬
も
ゆ
れ
や
せ
む
昼
の
月
浮
く
さ
び

し
き
海
に�

『
死
か
芸
術
か
』

　
次
は
こ
ち
ら
、
三
浦
半
島
を
訪
れ
、
昼
の
月
が
浮
く
海

辺
で
青
々
と
し
た
岬
を
見
つ
め
て
い
る
場
面
で
す
。
自
分

が
か
ら
だ
を
揺
す
っ
た
ら
、
あ
の
青
い
岬
も
揺
れ
動
く
だ

ろ
う
か
と
、
こ
の
上
の
句
は
動
き
が
と
て
も
面
白
い
で
す

ね
。
ど
こ
か
子
ど
も
の
発
想
の
よ
う
な
シ
ュ
ー
ル
さ
も
あ

り
ま
す
。
自
分
の
視
界
が
揺
れ
た
ら
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
岬

も
揺
れ
る
で
し
ょ
う
。
で
も
歌
の
な
か
で
こ
う
い
う
発
想

を
す
る
背
後
に
は
や
は
り
、
自
分
の
か
ら
だ
と
周
り
の
世

界
が
繋
が
っ
て
い
る
、
続
い
て
い
る
と
い
う
前
提
が
あ
る

よ
う
に
思
い
ま
す
。

ひ
た
ひ
た
と
濤な

み

は
わ
が
頬
を
な
め
て
過
ぐ
船
室
の
窓

に
怒
る
わ
が
頬
を�

『
秋
風
の
歌
』

　
次
も
海
の
歌
で
す
。
こ
れ
は
上
の
句
だ
け
読
む
と
、
波

が
「
頬
を
な
め
て
過
ぐ
」
な
の
で
海
で
泳
い
で
い
る
場
面

な
の
か
な
と
一
瞬
思
う
わ
け
で
す
が
、
下
の
句
ま
で
読
む

と
一
転
、
自
分
は
船
室
に
い
て
、
そ
の
窓
ガ
ラ
ス
に
映
っ

た
自
分
の
姿
を
窓
の
外
の
波
が
舐
め
て
い
く
場
面
だ
っ
た

と
わ
か
り
ま
す
。
し
か
も
、「
わ
れ
」
は
こ
の
と
き
怒
っ

て
い
た
ん
で
す
ね
。
そ
の
怒
っ
た
顔
を
波
が
あ
や
す
よ
う

に
舐
め
て
ゆ
く
と
い
う
捉
え
方
。
波
が
ま
る
で
生
き
物
の

よ
う
な
感
じ
も
し
ま
す
。「
な
め
て
過
ぐ
」
は
あ
く
ま
で

窓
ガ
ラ
ス
越
し
の
見
立
て
に
す
ぎ
な
い
の
で
す
が
、
牧
水

は
身
体
感
覚
を
か
ら
だ
の
外
に
ま
で
延
ば
し
、
自
分
の

「
頬
」
が
波
に
舐
め
ら
れ
る
感
覚
を
想
像
力
に
よ
っ
て
体

感
し
て
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
表
現
に
よ
っ
て

な
ま
な
ま
し
さ
が
出
て
い
ま
す
。

行
き
行
く
と
冬
日
の
原
に
た
ち
と
ま
り
耳
を
す
ま
せ

ば
日
の
光
き
こ
ゆ�

『
く
ろ
土
』

走
り
過
ぐ
る
霧
に
声
あ
り
わ
れ
を
包
み
て
渦
巻
け
る

な
か
に
そ
の
声
聞
ゆ�

『
黒
　
松
』

　
一
首
目
は
群
馬
県
の
み
な
か
み
町
の
あ
た
り
で
詠
ま
れ

た
歌
で
す
。
歩
い
て
い
く
う
ち
に
、
冬
の
寒
々
し
い
景
色

の
な
か
、
そ
こ
だ
け
陽
だ
ま
り
の
よ
う
に
な
っ
た
原
っ
ぱ

が
あ
っ
て
立
ち
ど
ま
っ
た
。
そ
し
て
耳
を
澄
ま
せ
る
と

「
日
の
光
」、
太
陽
の
光
が
聴
こ
え
た
と
い
う
ん
で
す
ね
。

日
の
光
を
、
眼
で
見
る
の
で
は
な
く
耳
で
聴
く
と
い
う
の

で
す
。
視
覚
と
聴
覚
が
混
ざ
っ
た
不
思
議
な
感
覚
な
の
で

す
が
、
目
を
つ
む
っ
て
も
あ
た
た
か
い
太
陽
を
感
じ
る
こ

と
は
で
き
る
よ
う
に
、
私
た
ち
が
何
か
を
感
じ
る
と
き
と

い
う
の
は
、
本
来
は
視
覚
も
聴
覚
も
分
離
さ
れ
て
は
い
な

く
て
、
も
っ
と
五
感
の
混
ざ
り
あ
っ
た
全
体
で
感
じ
と
っ

て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
っ
た
こ
と
を
考
え
さ
せ

ら
れ
ま
す
。

　
最
後
の
歌
集
『
黒
松
』
か
ら
引
い
た
二
首
目
も
少
し
似

て
い
て
、
霧
の
な
か
を
行
く
と
き
に
自
分
を
包
み
込
ん
で

渦
巻
く
霧
の
「
声
」
を
聴
い
た
と
言
う
ん
で
す
ね
。
霧
が

何
ら
か
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
っ
て
き
た
と
い
う
意
味
で
は
な

く
、
も
っ
と
感
覚
的
な
も
の
、
霧
の
濃
厚
な
気
配
と
か
、

霧
に
包
ま
れ
た
と
き
の
あ
の
不
思
議
で
不
穏
な
感
覚
を

「
声
」
と
直
感
的
に
表
現
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。「
日
の
光
き
こ
ゆ
」
の
歌
も
こ
の
「
霧
」
の
歌
も
、

そ
れ
以
外
何
も
述
べ
て
い
な
い
と
こ
ろ
が
良
い
で
す
よ
ね
。

何
か
自
分
の
気
持
ち
や
思
想
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
、
観
念
な
ど

を
述
べ
る
た
め
に
自
然
を
利
用
す
る
の
で
は
な
く
、
た
だ

自
分
と
自
然
が
一
対
一
で
こ
こ
に
あ
る
こ
と
、
そ
の
尊
さ

だ
け
を
詠
ん
で
い
る
。
そ
の
潔
さ
、
清
ら
か
さ
が
牧
水
の

歌
の
魅
力
の
一
つ
で
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　
次
に
、
牧
水
以
後
と
い
う
こ
と
で
、
現
代
の
歌
人
の
な

か
で
特
に
身
体
感
覚
が
特
徴
的
な
歌
人
に
も
少
し
触
れ
て

み
た
い
と
思
い
ま
す
。

左から 『寒気氾濫』 『雨る』 『歩く』 『歳月』
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［
筆
者
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
］　
お
お
も
り
　
し
ず
か

平
成
元
年
、
岡
山
市
生
れ
。
京
都
市

在
住
。
高
校
時
代
に
短
歌
と
出
会
い
、

「
京
大
短
歌
会
」
を
経
て
「
塔
」
短

歌
会
に
所
属
、
現
在
、
編
集
委
員
。

平
成
二
十
二
年
、「
硝
子
の
駒
」
に

て
第
五
十
六
回
角
川
短
歌
賞
受
賞
。

第
一
歌
集
『
て
の
ひ
ら
を
燃
や
す
』

で
、
第
三
十
九
回
現
代
歌
人
集
会
賞
、
第
二
十
回
日
本
歌
人
ク
ラ
ブ

新
人
賞
、
第
五
十
八
回
現
代
歌
人
協
会
賞
を
そ
れ
ぞ
れ
受
賞
。
第
二

歌
集
『
カ
ミ
ー
ユ
』
で
第
十
二
回
日
本
一
行
詩
大
賞
を
受
賞
。
そ
の

他
の
歌
集
に
『
ヘ
ク
タ
ー
ル
』。
歌
書
に
『
こ
の
世
の
息
　
歌
人
・

河
野
裕
子
論
』
が
あ
る
。

和
五
年
三
月
四
日
に
開
催
し
た
第
三
十

五
回
「
雛
の
歌
会
」
に
、
講
師
と
し
て
お
越
し
い
た
だ
い
た
。

樹
は
内
に
一
千
年
後
の
樹
を
感
じ
く
す
ぐ
っ
た
く
て

な
ら
な
い
春
ぞ�

渡
辺
松
男
『
寒
気
氾
濫
』

　
樹
は
み
ず
か
ら
の
内
側
に
千
年
後
の
樹
の
存
在
を
感
じ

て
い
る
、
そ
し
て
春
に
な
る
と
、
そ
の
生
命
力
の
予
感
の

よ
う
な
も
の
の
せ
い
で
、
樹
は
く
す
ぐ
っ
た
く
て
し
ょ
う

が
な
い
。
な
か
ば
自
分
が
樹
に
な
り
か
わ
っ
た
よ
う
な
身

体
感
覚
を
詠
ん
で
い
て
、
さ
き
ほ
ど
の
牧
水
の
「
樹
に
依

り
て
」
の
歌
を
ち
ょ
っ
と
思
い
出
し
た
り
も
し
ま
す
。
自

分
が
生
き
て
、
世
界
を
感
じ
て
い
る
と
い
う
身
体
感
覚
が

ゆ
た
か
で
あ
れ
ば
、
と
き
に
そ
の
感
覚
は
自
分
の
か
ら
だ

さ
え
も
超
え
て
延
び
て
い
き
ま
す
。

え
ー
え
る
え
す
、
ゆ
め
で
は
な
ん
と
自
由
で
す
、
牧

水
の
脚
で
渋
峠
こ
ゆ�

渡
辺
松
男
『
雨ふ�

る
』

「
渋
峠
」
は
長
野
と
群
馬
の
県
境
で
、
牧
水
は
大
正
九
年

の
五
月
に
草
津
か
ら
こ
の
渋
峠
を
越
え
た
そ
う
で
す
。

「
え
ー
え
る
え
す
」
は
ひ
ら
が
な
な
の
で
不
思
議
な
印
象

を
受
け
ま
す
が
、
作
者
が
抱
え
て
い
る
病
気
の
こ
と
で
す

ね
。
現
実
に
は
思
う
よ
う
に
身
動
き
が
と
れ
な
い
け
れ
ど
、

夢
の
な
か
で
は
と
て
も
自
由
で
、
牧
水
の
脚
を
借
り
て
渋

峠
を
越
え
た
り
も
す
る
。「
牧
水
の
脚
で
」
が
思
い
切
っ

た
表
現
で
魅
力
的
で
す
ね
。
脚
だ
け
を
ち
ょ
っ
と
借
り
て

い
る
よ
う
に
も
読
め
る
し
、
で
も
「
渋
峠
」
と
い
う
地
名

か
ら
牧
水
が
実
際
に
そ
こ
を
歩
い
た
と
い
う
歴
史
的
事
実

を
思
い
も
す
る
の
で
、
主
体
が
夢
の
な
か
で
大
正
九
年
に

タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
し
た
よ
う
に
も
読
め
て
不
思
議
な
味
わ

い
で
す
。
歌
の
表
現
に
よ
っ
て
、
時
間
や
空
間
を
超
え
る

こ
と
が
で
き
る
。
病
が
背
景
に
あ
り
せ
つ
な
い
の
で
す
が
、

同
時
に
と
て
も
ユ
ニ
ー
ク
な
一
首
で
す
。
こ
の
歌
人
の
特

徴
で
も
あ
り
ま
す
が
、
文
語
と
口
語
の
混
在
具
合
に
も
ど

こ
か
な
ま
な
ま
と
し
た
身
体
感
が
あ
る
気
が
し
ま
す
。

さ
い
さ
い
と
雨
戸
に
あ
た
り
て
降
る
月
光
耳
に
感
じ

を
り
家や

ぬ
ち内

は
暗
い�

河
野
裕
子
『
歩�

く
』

　
こ
の
歌
は
牧
水
が
「
日
の
光
」
を
耳
で
聴
い
た
と
い
う

の
と
近
い
感
覚
が
詠
ま
れ
て
い
ま
す
。
夜
、
月
光
を
耳
に

感
じ
て
い
る
。
け
れ
ど
牧
水
の
歌
と
違
う
と
こ
ろ
は
、
自

分
は
部
屋
の
中
に
い
る
の
で
月
は
目
に
見
え
て
さ
え
い
な

い
ん
で
す
。
電
気
を
つ
け
ず
暗
い
家
の
な
か
で
、
研
ぎ
澄

ま
さ
れ
た
聴
覚
や
体
感
に
よ
っ
て
外
の
月
の
光
の
気
配
を

感
じ
と
っ
て
い
る
。「
雨
戸
に
あ
た
り
て
」
も
、
月
の
光

を
そ
れ
こ
そ
雨
つ
ぶ
の
よ
う
に
物
質
的
に
捉
え
て
い
て
印

象
的
な
表
現
で
す
。

一
粒
づ
つ
ぞ
く
り
ぞ
く
り
と
歯
に
あ
た
る
泣
き
な
が

ら
ひ
と
り
昼
飯
を
食
ふ�

河
野
裕
子
『
歳�

月
』

　
何
か
つ
ら
い
こ
と
が
あ
っ
て
、
ひ
と
り
で
泣
き
な
が
ら

昼
ご
は
ん
を
食
べ
て
い
る
場
面
で
す
。
上
の
句
、
ご
は
ん

つ
ぶ
だ
と
思
う
の
で
す
が
、
そ
の
一
粒
一
粒
が
「
ぞ
く
り

ぞ
く
り
と
歯
に
あ
た
る
」
と
い
う
の
は
、
異
様
な
ほ
ど
感

覚
が
過
敏
で
、
忘
れ
が
た
い
一
首
で
す
。
悲
し
み
を
突
き

抜
け
た
と
こ
ろ
で
呆
然
と
し
て
、
全
身
の
意
識
が
歯
に
集

中
し
て
し
ま
っ
て
い
る
感
じ
で
し
ょ
う
か
。「
ぞ
く
り
ぞ

く
り
」
と
い
う
ち
ょ
っ
と
嫌
な
感
じ
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
で
心

理
を
表
し
て
い
ま
す
。

あ
く
が
れ
と
寂
し
さ
は
一
枚
の
コ
イ
ン
の
表
と
裏
と

言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
大
き
な
宇
宙
と
自
然
の
中
に

生
き
る
い
の
ち
の
有
限
性
の
痛
切
な
自
覚
が
そ
の
コ

イ
ン
に
輝
き
を
与
え
て
い
る
、
と
牧
水
作
品
を
読
ん

で
い
る
と
思
え
て
く
る
。

　
岩
波
文
庫
『
若
山
牧
水
歌
集
』
の
「
解
説
」（
伊
藤
一
彦
）

よ
り
引
用
し
ま
し
た
。
私
た
ち
の
命
が
も
し
も
無
限
で
あ

り
、
永
遠
に
死
ぬ
こ
と
の
な
い
か
ら
だ
で
あ
っ
た
と
し
た

ら
、
窓
の
外
の
青
空
や
木
々
を
「
美
し
い
」
と
感
じ
る
か

ど
う
か
。
そ
ん
な
こ
と
を
と
き
ど
き
考
え
ま
す
。
い
つ
か

死
ぬ
者
の
眼
で
世
界
を
見
て
、
い
つ
か
死
ぬ
者
の
耳
で
世

界
を
聴
く
。
そ
の
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
寂
し
い
け
れ
ど
、「
い

の
ち
の
有
限
性
」
を
自
覚
し
た
寂
し
さ
に
よ
っ
て
、
人
間

の
身
体
感
覚
は
冴
え
、
外
へ
と
延
び
て
い
く
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
ひ
き
つ
づ
き
、
牧
水
を
は
じ
め
近
代
歌
人
の

〈
か
ら
だ
〉の
歌
を
広
く
読
み
こ
ん
で
い
こ
う
と
思
い
ま
す
。


