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名

の
見
え
ぬ
と

と
か
ら
す
れ
ば

(巻

四
-

五
六
七
左
注
)
、

こ
の
時
す

で
に
亡
.

-
く
な
つ

て
い
た

こ
と
が
考

え
ら
れ
る
の
で
あ

つ
て
、
'宿
奈
麻
呂

の
死
は
神
亀

五

年

か
ら
天
平

二
年

六
丹
ま
で

の
二
年

近
ぐ

の
間
に
絞

ら
れ
る
。

稲
公
は
坂

上
郎

女

の
同
母
弟
(
旅

人
に
は
異
母
弟
に
あ
た
る
。
.
胡
麻
呂
は
さ
き

の
左
注
に
「
姪
」

と
あ
り

甥

で
あ
る
。
旅
人

の
兄
弟

の
子

で
あ
る
と
す
れ
ば
父
は
宿
奈
麻
呂
と
す

る
蓋
然
性

も
高

い
。
そ
れ
ゆ
え

に
招
か
れ
た
と
も
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
-

こ

こ
に
冒
頭

に
掲
げ
た
旅
人

の
文
章
が
想
起
さ
れ
る

の
は
自
然

で
あ
ろ
う

。

妻

の
死
と

い
う
大
き
な

シ

ョ
ッ
ク
の
ほ
か

に
」
族
中

で
も

っ
と
も
頼
り
と
な
る

べ
き
宿
奈
麻
呂

の
死
を

こ
こ

に
据
え

て
見

る
時
、

続
く
、
「永

懐
二
崩
心
之
悲

一
.

,
独
流
二
断
腸
之
泣

一」

の
悲
痛
な
文
辞
之

,
世

の
中
.は
空
し
き
も

の
と
知

る
時
し

い
よ
よ
ま
す
ま
す
悲
し

か

り

け

り

,

一

'

(
巻
五
i
七
九

三
)

と
歌
う
旅
人

の
パつ
つ
ろ
な
さ
び

し
さ
を
も

?
と
も
的
確

に
理
解
し
う

る
の
で

は

な

い
か
と
思
う
。
そ

の
死

は
お

そ
ら
く
旅
人

の
妻

の
死
と
前
後
し

て
い
た
も

の

・

の
ご
と
く
、
従

四
位
上
、
右
大
弁
就
任
後
ほ
ど
な
く
亡
く
な

っ
た
が
ゆ
え

に
続

紀

に
記
載
さ
れ

る
こ
と
も
な
か

マ
た

の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
.

坂
上
郎
女
淤
神
亀

五
年
か
天
平
元
年

に
大
宰
府

の
兄

の
許

に
下

っ
た

こ
と

の

理
由
は
従
来

さ
ま
ざ

ま
に
考
え
ら
れ

て
き

て
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
傾
聴
す
べ
き

要

素
は
あ
ろ
う
が
、
私
は
そ

の
大
き
な
理
由

の

一
っ
乏
し

て
、
や
は
り
宿

奈
麻

呂

の
死
と

い
う
こ
と
を

考
え
た

い
と
思
う
。

こ
れ
ま

で
の
下
向

理
由

の
大
方
は

,
旅

人
側

の
都
合

に
あ
り
、
妻

大
伴
郎
女

亡
巷
後

の
大

伴
家

の
最
高
巫
女

、
家

刀

自

ぼ
ど

の
座

の
補
充

、
旅

人
や
家
持

の
世

話

の
た
め
と
か

い
わ
れ

て
い
る
が
、

.
巫
女
的

あ
る

い
は
家

刀
自
と

し
て
の
立
場

の
歌

は
大
宰
府
滞
在
期
間
中

に
見

惹

こ
と
が

で
き
ず

、
家
持
ら

の
世
話
と

い
う

こ
と
も

、
自
分

に
も

二
人

の
幼
子

の

あ
る

之
と
を
思
え
ば
大
き
な
理
由

に
は
な
る
ま

い
。
ま
七

て
宿
奈
麻
呂
が
生
存

・

し
て
い
た
ど
す

れ
ば

、
た
と

い
大
伴
郎
女

が
亡
く
な

っ
た
と
し

て
も
こ

の
下
向

は
あ
り
え
な

い
こ
と

で
あ
ろ
う
か
ら
、
て
れ
ら

の
理
由

は

い
ず
れ
も
付
会

に
過

ぎ
ず

、
も
し
何
ち

か

の
立

場
が
あ

っ
た
と
し

て
も
決
定
的

な
も

の
で

は
な
く
付

'

加
的
な

も

の
で
あ
ろ
う
。

.

・

、

私
見

は
き
わ
あ

て
世
,俗
的

・
通
俗
的

に
見
よ
う
と
す
る
め
だ
・が
、
お
互

い
に

つ
れ
あ

い
を
亡
く
し

て
ヤ
,モ
メ
に
な

っ
た
異
母
兄
妹
が

そ
の
さ
び
し
さ
を
慰
め

.
合

う
た
め
に
も
」

一
つ
屋
根

の
下
に
起

居
を
共

に
し

て
心

の
支

え
と
な
り
合

お

ヶ
と

い
う
素
朴
な
願

い
が
双
方

に
あ

っ
た

の
で
は
な

い
か
、
少
く
と
も
そ
れ
が

下
向

の
理
由

の
大
き
な
.一
つ
で
あ

っ
た

の
で
は
な

い
か
と
考
え
る

の
で
あ
る
ρ
.

詩

と

音

,楽

丶
ど

1

詩
は

〈
う
た
う
べ
き
も
の
か
>
i鈴

木

亨

本
学

園

の
校

歌

の
作

詞
者
で
あ
る
大

和
田
建
樹

(
一
八
六
七

.
按
政

四
～

一

九

一
〇

・
明
治

四
三
)

は
、
愛

媛
県
宇
和
島

の
ひ
と
。
和

・
漢

の
学

を
藩
校

で

・

修

め
、
・次

い
,で
広
島
外

国
語
学
校

で
学
ぶ
と

、
明

治
十

二
年

(
二
十
三
歳

)
に

一

上

京
一
以
後
詩

・
歌

吃
国
文
を
独

習
し
て
、
女

子
師
範

や
明
治

女
学
校

、
ま
だ

.

立
教

・
跡
見
な
ど

の
女
学
校

で
教
鞭

を
と

っ
た
。
彼

は
大

町
桂

月

・
塩
井
雨

江

・
・
武
島
羽
衣

ち
当
時

の
東
大
系

の
国
文
学
者

に
対

七
、
独
学

に
ま
る
馬
在

野

の

、啓
蒙
的
国
文
学
者
と

し
て
盛
各
を

は
せ
る

一.方

、
歌
人

、
あ
る

い
は
新
体
詩

の

-

詩
人
と

し
て
も
聞

こ
え
た
。
世
間
的

に
は
、
例

の

「鉄
道

唱
歌
」

の
作
者
と

し

て
、
そ

の
名

は
今

日
に
お

い
て
も
よ

く
知

ら
れ
て

い
る
。

'
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こ
の
大
和

田
建
樹

は
、
た
ぶ

ル
最
初

の
近
代
文
学
史

0
筆
者

で
あ
ろ
う
。

彼

は
明
治

二
十
七
年

に
、
『
明
治
文
学
史
』
と

い
う
書
物

を
博
文
館

か
ら
刊

行

し

・
て
い
る
。
、
ー

明
治

ニ
ー十
七
年
と

い
え
ば

、

高
山
樗
牛

の

「
滝

ぼ
入
送
」

(
四

.
五
月
)

が
読
売
新
聞

に
連
載
さ
れ
、
そ

の
途
中

で
北
村
透
谷
が
自
殺

し
、
次

-
い

で
日
清

戦
争

が
は
じ
ま
る
と

、

っ
た
時
分

で
あ

る
。

'彼

は
そ
の

.『
明
治

文
学
史

』

を
、

福

沢
諭
吉
か
ら
説
き
お

こ
し

、
〈
新
聞
〉
」

時
代

の
到
来
を
告
げ

る
文
章

で
結

ん
で

い
る
が
、
私

は

ご
こ
で
そ

の
中

の
〈
詩
〉

に
つ
か
て
触
れ

て
い
る
箇
所

を
ぬ
ぐ

っ
て
、
少
し
く
書

い
て
み
た

い
9

そ
れ

に
よ
ゐ
と
,
彼

は
詩

(新
体
詩
)
と

唱
歌

と
を
同
じ
.文
学

の
次
元
で
扱

っ
て
い
る
。
そ
し

て
商

者
を
詩
歌
改
良
運
動
め
産
物
と

見
、
そ
れ
ぞ

れ
め
作
例

め

先
鞭
を

つ
け
た

の
が
、
明
治
十

五
年

の

『
新
体
詩
抄
』
、

同
十

四
年

の

『
小

学

唱
歌
集
』

で
あ
る
と
す
る
。
「
前
者

は
謂

は
ゆ

る
ポ

エ
ム
を
起

さ

ん
之
す

る

竜

の
に
て
用

語
は
通
俗
平

易
を
主
乏
し
、

後
者
億
謂

は
ゆ

る

ツ
ン
グ

の
手
本

に

て
語
気
往

々
古
調

死
格

に
傾

け
り
。」
.と

い
う
わ
け

で
、
〈
詩
〉

の
将
来

の
発
展

は
、
そ
う
し

た
両
者

の
協
調

に
ま

つ
べ
き

で
あ
ろ
う
。
両
者
は
A
フ
の

と

こ

ろ

η
永
炭
趣
を
異

に
L
し

℃
い
る
が

、
「
物

の
左

に
曲

れ
む
を
矯

め
ん
と

す
れ
ば
、

噛
先
づ

之
を
右

に
傾
け
ざ
る
べ
か
ら
ず

。」
だ
。
.づ
ま
り

『
新
体
詩
抄
旨
系

の
「
通

俗
約

な
ら

ポ

エ
ム
は
、
『
小
学

唱
歌
』

系

の

「
優
美
流
調
以

て
吟
ず
べ
く
以

て

歌

ふ
べ
き
ト

ソ
ン
グ

に
よ

っ
て
補
正

さ
れ
る
必
要

が
あ
る
、
と

論
評
し

て
い
る

-
の
で
あ
る
。

彼
は
ま
た
、

ソ
ン
グ

の
源
流
を
福
沢
諭
吉

の

『
世
界

国
尽
』
,
(胆
治

二
年

)

と
み
る
。
『
世
界
国
尽
』
,は
同
じ
福
沢
.に
よ
る
.
『
西
洋
事
情
』

(明

治

三

年
)

オ

ホ

ヨ

ほ

の
馬
童

幼
向

け
普

及
版
だ
。
「
世
界

ハ
広

シ
万
国

ハ
、
多

シ
ド
イ

ヘ
ド
大

凡

ソ
、

ア

ジ

ヤ

ァ
ロ

フ

リ

カ

エ

ヴ

ロ

ツ
コ

パ

五

ッ
ニ
分

ヶ
シ
名

目

ハ
、
亜
細

亜
、
阿
非

利
加
、
欧
羅
巴
、
:
転…
」
ど
う
た

い
'

.
は
じ

め
、
以
下
す

べ
て
七
五
調
に
よ
り
、
「延

ダ
と
八
千
余
字
を
連
ね

て
世
界

の

.風
土

.
戈
物

.
歴
史
を
紹
介
し

て
い
く
。
建
樹

は
こ
の
書

に

つ
い
て
、
次

の
乱

.
う

に
し
る
し

て
い
.る
コ
「
世
界

の
地
理
と
歴
史
と

は
平

易
流
暢

の
日
本

文

字

も

て
書
か
れ
た
り
。
趣
味
あ
る
馬
琴
調

σ
七

五
体

は
新
輸
入

の
事
実
を
記

す
に
用

い
ら
れ
た
り
。
児
童
豈

喜
ん

で
之
を

口
に
誦
し
、
,節
を
付
け

て
吟
ぜ
ざ

る
を
御

・
ん
や
。
,此

書

一
え
び
出

で

て
よ
り
到
る
と
こ
ろ

の
学
校

に
往

来

に
、
,
『
世
界

は

ア
沿
ろ
オ
↓
ば

ア
ん
こ
オ

く
は
』
之
歌

ふ
声

を
聞
く

に
至
り
し
.な
か
。
是
れ
彼

う
殺
伐
な

る
詩
吟

の
口
調
を
変
じ

て
、
未
来

の
嘱
歌
軍
歌
を
喚
起
す
ゐ

の
伏
線

と
為
り
し

も
の
乏
謂

は
ん
為
敢

て
誣
言

に
は
あ
ら
ざ

る
べ
七
、
」

・

『
世
界
酎
尽
』

が

、
キ
凱

ス
ト
教

の
讃
美
歌

、̀
及

び
小
学

唱
歌

と
と
竜
に
、

新
体
詩

の
源
流
を
鶴
す
も

⑩
と
す

る
説

は
、.
も
う
広
く
行
な

わ
れ
℃
い
る
。

そ

.

,、
れ

は

ソ

ン
・ブ

の
源

流

の
み

な

ら

ず

、

ポ

云

の
そ

れ

で
謝

っ
た

。
.小

室

屈

山

,

の
新
体

詩

・「
自
曲

の
歌
」
「
明
治
十
五
年

)

の
中

に
、
『
世
界
国
尽
』
中

の
ア
メ

一

リ
カ
の
独
立

戦
争

を
説

く
《
だ

り
が
、
そ

っ
く
り
と
も

い
え
る
か

っ
こ
う

で
取

.
58

り
込

衷
れ
て

い
る
の
な
ど

は
、
そ

の
顕
著

な
事

例

で
あ

る
。

一
,

と

こ
ろ

で
、
詩
と
唱
歌
と
を
同

一
次
元

で
考

え
た
の
は
(
大
和

田
建

樹
だ
け

で
は
な

い
。

そ
れ

は
む
し
ろ

、
当
時

の
世
間

一
般

の
風
潮
だ

っ
た

の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

詩

は

〈
う
た
う
べ
き
も

の
〉
,と
す

る
風
潮

は
、
・幕
末

の
詩
吟

の
慣

習

か
ら
尾
を
厨
ぎ
、
し
か
も
存
外

に
長
く
継
続
し
た
と

い
う

の
が
実
情

で
あ

巻
。

,全

国
津

々
浦

々

の
児
童

に
よ

っ
て
愛
唱
さ
れ
た
ち

い
ゲ

『
世
界
国
尽
』

の
節
鼠

わ

し
檍
、

.
も
う
不
明

だ
コ

先
年

慶
応
義
塾

の
百
年

祭

の
折
、
そ
れ
を
復
元
し

よ
.

う
と
b

て

つ
い
蕉
成

ら
な

か

っ
た
と

い
う
。

建
樹
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は

「
か
ま

く
ウ
ら

ア
だ

ん
じ
あ

リ
イ
」
と

い
う
口
調
、
ー

即

ち
当

時

の
若

い
陸
軍
軍
楽

隊
楽
手

(
の
ち
戸
山
学
校
軍
楽
隊
隊
長
)

.永
井
建
子

の
作

詞

・
作
曲

に
よ
る
軍

歌

の
名

作

「
元
冦
」
(
明
治

二
十

五
年
)
.
の
調
べ

に
酷
似

し

て
い
た
ら
し
い
。
コ

た
ぶ
ん
鼓
笛
楽

の
節
奏
に
乗
る
よ
う
な
、
・勇
壮
な
も

の
だ

っ
た

の
で
あ
ろ
う
ゆ

諺
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,巳
し

・
そ
の

よ
ヶ
に

も
は
や
失
な

わ
れ
て
し
ま

っ
た
曲
は
、
少

な
く

あ

る

ま
幽
い
。

が
、,
逆

に
現
存
す

る
曲
も

宀
か
な

り
あ
る
。
著
名

な
も
の
と
し
て
は
、
落
合

直

文

の

「
孝
女
白
菊

の
歌
」

(明
治

二
十

一
年
)
「
鮪
馬

旅

行

〈
ポ
ー

ラ
,ン
ギ

懐

・

古
〉
」
(
同
ゴ
十

六
年
)
、

与
謝
野
鉄
幹

の
」
「
人

を
恋
ふ
る
歌
」
(
同

三
十
年
)
、

、
土
井
晩
翠

の

「
星
華
秋

風
六
大
原
」

(同

三
十

一
年

)
・
な
ど
。

こ
れ
ら

の
曲
は
、

す
べ

て
自
然
発
生

の
も

の
で
、
む
ろ
ん
作

曲
者
は
わ

か
ら
な

い
ゆ

島
崎
藤
村

は
、
そ
の
詩

の
多

く
を
節
づ

け
し
な
が
ら
作

っ
た

で
'あ
・ろ

う
。

の

『
落
梅
集
』
.(明
治

三
十
四
年
)

の
中

に
は
、

シ

ュ
、ー

ベ
ル
ト
の

「
う

み
べ
と

い

へ
る
し
ら
べ
に
合

せ
で

つ
く
り
七
う
た
」

と

い
う
詞
書

の
あ
ゐ

「
海

辺
」の

,
曲
」
と

い
う
詩

が
あ
り
、
楽
譜

ま
で
添
え
ら
れ

て
い
る
。
な
お
、
節
づ

け
し
な

い
ま
で
も
、
詩

を
朗

吟
し
た
ち

い
う
事

例

に
も
、

こ
と
欠
か
な

い
。
蒲
原
有
阻

.
は

「
創
始
期

の
詩

壇
」
(
明
治

四
十
年

)
と

い
う
文
章

で
、

少
年
時
に
姉
と
競

」
魅
て
、煽
口
拍

子
に
乗

せ
な
が
ら

『
新
体

詩
抄
』
中

の
詩
を
暗
誦
し
合

ッ
た
と
伝

え

て
い
る

(
そ

の
文
章

に
よ
る
と
、
屈
山

の

「
自
由

の
歌
」

に
は
曲
が

つ
い
て

.
い
た
昏
し

い
〉
。
宇
野
浩

二
の
評
伝

『
芥

川
龍

之
介

』
(
昭
和

二
十
八
年
)

の
中

.に
は
、
仏

文
学

者

の
辰
野
隆
博
士
淋
、
藤
田
泣
菫

の

「
公
孫
樹
下

に
た

ち

て
」

(『
二
十
五
弦
』

明
治

三
十
八
年
)

の
詩
を
朗

吟
し
だ
す
ど
、
久

保
田
万
太
郎
が

そ
れ
を
追

っ
て
、
や
が
て

二
人

の
合

唱
と
な
り
、
筆

者

の
宇
野
が
涙
を
流
さ
ん

,

ば
が

り
に
感
激

し

て
聞
き
惣

れ
る
場
面

が
あ
る
と

い
う

く
松
村
緑

『
薄

田

泣

菫
』

昭
和

三
十
二
年
)
。
大

正
、末
期

こ
ろ

の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
.

北

鳫
白
秋

が
眠
和

十

二
年

に
吹

き
込
ん
だ

「
邪
宗
門
秘
曲
」
(
『
邪
宗
門
』
」.明

治

四
十

二
年
)
「
断
章
」

(『
思
ひ
出
』
」
同

四
十
四
年

)

な
ど

の
良
作
朗

読

の
レ

コ
丁
下
を
聞

く
と

、
そ
れ
は
朗
吟

と

い
う
よ
け
は
、
声
楽

で
あ
る
。
宮

沢
賢
治

・に
お

い
て
も
同
断

で
、
弟

の
清

六
氏

の
伝
え
る
賢
治

の
朗

読
法

は
、
や
は
り
朗

誦

・
声
楽

に
ち
か

い
。

ま
た

賢
治
自
身

が
、
自
作

に

つ
け
た
曲
譜

も

い
く

つ
か

ヒ

残

ッ
て
い
る
く

ら

い
で
あ

る
。
、
そ
し
て
賢
治

の
紹
介

者

の
草
野
心
平

も
、
ま
ぎ

れ
も

な

い
朗
誦
派
だ

。
」,

「

近
代
詩
と
音
楽

は
、
こ
の
.よ
う
に
相

互
依
存

の
関
係
を
当
初

か
ら
保
ち
な
が

ら
最

近
に
至

っ
た
。

が
、
今

日
で
は
、
詩

に
音
楽

を
介
在
さ
せ
よ
う
と
す
る
試

み
は
、
お
お
む
ね

タ
ブ
ー
で
あ
る
。
.

「
詩
と
詩
論
」
(
昭
和

三
～
八
年
)
を
中

心
と
す
る

モ
ダ

ニ
ズ

ム
詩

の
運
動
は
、

詩

か
ら

〈
音
楽
〉
と

〈
意
味

〉
ど

を
追
放

す
る
こ
と

に
躍
起
と
な

っ
た
。・
そ

の

,結
果

、
詩

は
見

た
目

の
近
代
性
を
獲
得

し
た
.も

の
の
、
ナ

ン
ゼ
ン
ス
な
も

の
に

な

っ
た
ど

い
う
.そ
し
り
は
ま
ぬ
が
れ
え
ま

い
。
戦

後
詩
壇

の
主
流
も
、

モ
ダ

ニ

ズ

ム
詩

で
あ
る
が
、
荒
地
派

の
努

力
に
ょ

っ
て
、
・そ
こ

に

〈
意
味
〉
,は
回
復
さ

れ
た
。

し
か
し
、
〈
音
楽

〉

の
問

題
に

つ
い
て
は
、

ま
だ
手

つ
か
ず
で
あ
る
。,

・
た
だ
最

近
、

ア
ン
グ
ラ
劇
場

な
ど
で
詩

の
朗

読
が
行
な
わ
れ
は
じ
め

て
い
て
、

そ
の
方
面

に
触
手
が
動

き
だ

し
て

い
る
ふ
う
で
あ

ゐ
が
、
私
は
そ

の
実
情
に
く

ら
い
の

で
、
何

と
.も
甲
し
か
ね
る
。

い
ず

れ
に
し
て
も
、
大
和

田
建
樹

が
明
治

二
十
七
年

に
指
摘
し
た
詩
と
音
楽

の
協

調
と

い
う
課
題

は
、

ニ
ロ
ブ

ン
ス
こ
そ
違

え
、
現
在
に
ま
で
持

ち
込
さ
れ

て
い
る
よ
う
だ
。

そ
し
て
こ

の
課
題
を
解
決

し
な

い
限
り
、
詩
が
国
民
文
学
た

ノ

ノ

る
資
格
を

に
な

う
こ
と

は
で
き
ま
.い
と
私

に
は
思
え
る
。

と

は
い
え
、
私

は
現
代
詩

を
節
づ

け
し

て
う
た
お
う
な
ど
と
夢
想
し

て
い
る

.

わ
け

で
は
な

い
。
・
そ
こ
に
復
活

で
き
る

の
は
、
せ

い
ぜ

い

〈
内
在
律
〉
ど
ま
り
,

の
音
楽
性

で
あ
ろ
う
。
と
も

あ
れ
、
ま
る
ま
る
音
楽

と
絶
縁
し
た
ち
、
詩
億
散

、文

に
な

っ
て
し
ま
う
ρ
何

ら
が

の
音
楽

に
節

奏
ざ
れ
、
公
然
た
る

場
所

で
の
朗

,

読

に
詩

が
耐

え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る

こ
と

を
願

っ
て
も
、
や
は
り

い
た
ず
ら
な

、夢
想

と

,一
「笑

に
付

さ
れ
る
ほ
か
な

い
の
で
あ
ろ
・7
か
。

で
も
私
は

詩

め

朗

読

を

、
地
下
室

の
暗

や
み
で
聞
ぐ
気
に
は
、
と

て
も
な
れ
そ
う

に
な

い
。
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