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困
で
あ
る
こ
と
に
ま
っ
た
く
眼
を
向
け
て
い
な
い
。
「
秋
風
に
」
の

歌
は
「
プ
ラ
グ
さ
し
こ
み
」
と
乖
離
し
て
し
ま
っ
て
意
味
不
明
で
あ

る
。
こ
う
い
う
も
の
を
選
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
若
い
頃
の

「
サ
ラ
ダ
記
念
日
」
よ
り
も
進
歩
し
て
い
ず
、
む
し
ろ
俗
悪
浮
薄
化

し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
疑
い
た
く
な
る
。

　

黒
瀬
珂
瀾
撰
の
歌
は
「
ロ
シ
ア
よ
り
白
鳥
の
来
て
冬
が
来
て
ダ
ー

テ
ィ
ボ
ム
の
ニ
ュ
ー
ス
飛
び
交
ふ
」
（
井
原
茂
明
）
な
ど
社
会
や
戦

争
に
一
方
で
目
が
向
い
て
い
る
が
、
一
方
で
季
節
と
鳥
を
描
く
対
比

に
、
強
い
結
節
が
な
く
、
目
先
の
お
も
し
ろ
さ
に
堕
し
て
い
る
。

　

読
売
歌
壇
は
、
毎
回
選
者
が
三
首
を
選
ん
で
コ
メ
ン
ト
を
付
け
て

い
る
が
、
そ
れ
に
外
れ
た
歌
の
中
に
い
い
も
の
が
散
見
さ
れ
る
。

　

総
じ
て
、
俵
万
智
を
除
い
て
、
朝
日
歌
壇
よ
り
も
、
感
情
の
汲
み

取
り
は
深
い
が
、
チ
グ
ハ
グ
な
選
び
方
も
目
に
付
く
。
ま
た
、
体
言

止
め
の
歌
が
多
く
、
こ
れ
が
必
然
的
な
表
現
で
あ
る
と
す
る
に
は
、

あ
ま
り
に
流
れ
が
悪
く
、
ギ
ク
シ
ャ
ク
し
た
人
工
的
な
組
み
立
て
に

陥
っ
て
い
る
も
の
が
多
い
。
ほ
と
ん
ど
の
歌
に
、
調
べ
や
流
れ
の
良

さ
が
感
じ
ら
れ
な
い
の
は
、
日
本
短
歌
の
伝
統
の
美
点
を
損
ね
て
い

る
。
母
音
を
伴
っ
た
日
本
語
は
本
来
も
っ
と
き
れ
い
な
流
れ
と
調
べ

が
可
能
な
は
ず
だ
。

　
ま
た
、
歌
の
流
れ
が
悪
い
の
と
同
時
に
、
全
体
的
に
言
え
る
の

は
、
自
然
の
息
づ
き
や
気
配
が
乏
し
い
こ
と
で
あ
る
。
自
然
は
ど
こ

へ
行
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
、
都
会
の
生
活
の
逆
の
貧
困
が
、
感
受
性

を
乏
し
く
し
て
い
る
と
も
言
え
る
。
確
か
に
、
こ
の
便
利
な
現
代
社

　

今
号
は
、
読
売
新
聞
の
「
読
売
歌
壇
」
（
二
〇
二
二
年
十
一
月

二
十
八
日
）
を
取
り
上
げ
た
い
。
「
読
売
歌
壇
」
は
、
朝
日
新
聞
の

「
日
曜
歌
壇
」
に
比
べ
れ
ば
、
ま
だ
ま
し
で
あ
る
。

　

小
池
光
選
の
「
お
そ
ら
く
は
た
だ
一
人
な
る
読
者
と
し
父
の
遺の
こ

し

し
日
記
読
む
な
り
」
（
吉
村
一
）
も
、
親
子
の
命
の
引
き
継
ぎ
が
底

流
し
て
い
る
し
、
栗
木
京
子
選
の
「
保
護
者
ら
に
寄
付
を
募
り
て
設

置
せ
し
す
べ
り
台
虚
し
廃
校
の
庭
」
（
渡
辺
照
夫
）
も
、
廃
校
の
現

実
に
対
す
る
哀
惜
が
脈
打
っ
て
い
る
。
思
い
や
感
情
が
留
め
ら
れ
て

い
る
点
は
、
朝
日
新
聞
「
日
曜
歌
壇
」
よ
り
も
い
く
ら
か
深
い
。
た

だ
、
俵
万
智
選
の
歌
は
、
マ
マ
ゴ
ト
や
子
供
の
遊
び
の
発
想
を
も
っ

て
、
新
し
さ
を
贋
造
す
る
幼
稚
さ
が
、
あ
ま
り
に
ひ
ど
い
。
「
大
規

模
な
相
合
傘
し
ま
せ
ん
か
ひ
と
つ
の
屋
根
の
下
で
暮
ら
し
て
」
（
関

根
裕
治
）
「
更
地
に
は
マ
ン
シ
ョ
ン
が
建
ち
新
し
い
ク
ロ
ス
ワ
ー
ド

の
や
う
に
灯
火
が
点
く
」
（
瀬
川
幸
子
）
「
秋
風
に
プ
ラ
グ
さ
し
こ

み
充
電
を
す
る
よ
う
な
あ
の
子
の
前
な
ら
え
」
（
紺
屋
小
町
）
な
ど
、

た
だ
風
景
や
生
活
を
新
し
い
も
の
に
重
ね
て
現
代
的
な
も
の
に
仕
立

て
て
い
る
だ
け
で
、
そ
こ
に
歌
わ
れ
て
い
る
も
の
の
内
質
が
実
は
貧
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会
で
は
、
機
械
化
や
自
動
化
が
進
め
ば
進
む
ほ
ど
、
自
然
は
い
ら
な

く
な
り
、
家
と
会
社
な
ど
の
勤
め
先
と
通
勤
手
段
や
移
動
手
段
が
あ

れ
ば
そ
れ
で
生
き
て
い
け
る
。
そ
れ
は
科
学
機
械
文
明
が
進
め
ば
進

む
ほ
ど
自
然
な
成
り
行
き
と
言
え
る
が
、
ひ
と
た
び
地
震
や
台
風
、

あ
る
い
は
原
発
事
故
な
ど
の
災
害
が
発
生
す
れ
ば
、
そ
の
落
差
が
凶

器
と
な
っ
て
跳
ね
返
っ
て
く
る
。
自
然
を
感
じ
る
こ
と
は
大
き
な
力

を
感
じ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
中
で
生
か
さ
れ
て
い
る
有
限
の
命
を

見
つ
め
る
こ
と
に
繋
が
る
。
歌
は
そ
の
有
限
の
何
か
を
見
つ
め
、
感

じ
、
そ
れ
を
尊
ぶ
こ
と
に
繋
が
っ
て
い
く
は
ず
だ
が
、
現
代
の
こ
れ

ら
の
短
歌
に
は
、
そ
の
回
路
が
見
え
な
い
。
こ
れ
ほ
ど
恵
ま
れ
た
何

か
を
与
え
ら
れ
な
が
ら
、
そ
れ
が
見
え
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
貧

困
な
の
で
あ
っ
て
、
現
代
の
短
歌
の
貧
困
は
、
こ
の
本
質
的
な
見
え

な
い
貧
困
に
根
差
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
自
然
が
見
え
ず
、
感

じ
ら
れ
な
く
な
る
と
き
、
そ
の
恩
恵
も
、
そ
の
凄
ま
じ
い
力
も
見
え

な
く
な
る
危
険
に
晒
さ
れ
る
。
現
代
は
そ
う
い
う
時
代
で
あ
る
こ
と

は
疑
い
な
い
が
、
だ
か
ら
こ
そ
、
あ
え
て
鋭
敏
な
方
向
に
、
例
え
ば

短
歌
を
媒
介
に
し
て
感
覚
を
研
ぎ
澄
ま
せ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

　

角
川
の
歌
誌
「
短
歌
」
も
全
体
的
に
こ
の
喪
失
の
方
向
へ
流
さ
れ

て
い
る
。
二
〇
二
二
年
十
二
月
号
を
見
る
。

　

巻
頭
の
香
川
ヒ
サ
「
ア
ラ
イ
グ
マ
五
匹
捕
獲
し
こ
の
街
に
地
震
戦

争
起
こ
ら
ず
一
日
」
「
何
が
起
こ
る
か
わ
か
ら
な
い
の
は
人
間
が
何
を

起
こ
す
か
わ
か
ら
な
い
か
ら
」
な
ど
、
全
体
的
に
短
歌
と
し
て
は
空

回
り
が
多
い
が
、
最
初
の
一
首
だ
け
は
よ
く
、
「
街
路
樹
に
あ
れ
ば

老
い
木
は
行
く
人
に
蔭
差
し
か
け
て
一
夏
あ
り
き
」
は
面
目
を
保
っ

て
い
る
。
花
山
多
香
佳
子
「
朽
ち
は
て
て
尖
る
か
た
ち
の
切
り
株
が

林
の
な
か
に
ま
た
見
え
て
く
る
」
「
見
あ
げ
た
る
木
よ
り
滴
る
む
ら
さ

き
は
葛
の
花
　
夫
と
と
も
に
よ
ろ
け
る
」
は
、
詠
嘆
の
結
晶
度
が
低

く
、
末
尾
が
よ
ろ
け
て
い
る
。
全
体
に
調
べ
が
あ
ま
り
に
ぎ
こ
ち
な

い
。

　

渡
辺
松
男
「
屋
根
の
上
に
男
が
ゐ
た
り
旻
天
へ
私
は
屋
根
を
消
し

て
浮
か
せ
る
」
「
ひ
た
す
ら
後
退
す
る
わ
れ
あ
り
ぬ
青
空
に
窓
枠
生
じ

室
内
生
じ
」
イ
メ
ー
ジ
や
虚
像
の
奇
を
衒
っ
た
表
現
は
、
よ
く
伝
わ

ら
な
い
上
に
、
流
れ
が
悪
く
、
胸
に
残
ら
な
い
。

　

巻
頭
の
三
人
が
こ
ん
な
風
で
、
あ
と
は
大
体
似
た
り
寄
っ
た
り
、

も
っ
と
悪
い
の
も
あ
る
が
、
現
代
の
日
本
短
歌
の
ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
が
こ

ん
な
具
合
と
い
う
こ
と
は
よ
く
わ
か
っ
た
。
正
岡
子
規
や
斎
藤
茂
吉
が

も
し
生
き
て
い
て
、
こ
の
よ
う
な
日
本
短
歌
の
現
状
を
見
た
ら
、
嘆
く

に
違
い
な
い
。

　

何
よ
り
も
、
日
々
遠
の
き
つ
つ
あ
る
自
然
が
、
た
だ
限
り
な
い
恩

恵
を
も
た
ら
す
だ
け
で
な
く
、
時
と
し
て
牙
を
剥
い
て
襲
い
か
か
っ

て
く
る
時
、
こ
れ
ら
の
ほ
と
ん
ど
の
短
歌
が
粉
砕
さ
れ
、
押
し
流
さ

れ
、
消
失
す
る
、
立
つ
べ
き
根
の
脆
弱
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
否
定

で
き
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
地
方
の
短
歌
誌
に
は
、
ま
だ
そ
の
余
力

が
残
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
十
嵐
勉
）

　
　　　　

短
歌
季
評

短
歌
季
評

文
芸
思
潮

文
芸
思
潮
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紀
貫
之
は
下
手
な
歌
詠よ

み
で
、『
古
今
集
』
は
く
だ
ら
な
い
和
歌

集
で
す
。
そ
の
貫
之
や
『
古
今
集
』
を
崇
拝
す
る
の
は
実
に
気
の
知

れ
な
い
こ
と
だ
と
言
う
も
の
の
、
実
は
こ
う
申
す
自
分
も
数
年
前
ま

で
は
『
古
今
集
』
を
崇
拝
す
る
者
の
一
人
で
し
た
の
で
、
今
日
世
の

中
の
人
が
『
古
今
集
』
を
崇
拝
す
る
お
も
む
き
は
、
よ
く
理
解
で
き

ま
す
。
崇
拝
し
て
い
る
間
は
、
誠
に
歌
と
い
う
も
の
は
優
美
で
あ
る

も
の
で
『
古
今
集
』
は
こ
と
に
そ
れ
が
抜
き
ん
出
て
い
て
そ
の
粋
と

い
う
べ
き
も
の
と
ば
か
り
思
い
こ
ん
で
お
り
ま
し
た
が
、
三
年
の
恋

と
も
い
う
べ
き
そ
の
思
い
入
れ
が
一
朝
醒
め
て
見
る
と
、
あ
ん
な

意い

く

じ
気
地
の
な
い
女
に
今
ま
で
馬
鹿
さ
れ
て
い
た
の
か
と
、
悔
し
く
、

ま
た
腹
立
た
し
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
ま
ず
『
古
今
集
』
を
手

に
と
っ
て
第
一
枚
目
を
開
く
と
、
た
だ
ち
に
「
去こ

ぞ年
と
や
い
は
ん
今

年
と
や
い
は
ん
」
と
い
う
歌
が
出
て
き
ま
す
。
こ
れ
は
実
に
あ
き
れ

返
っ
た
無
趣
味
の
歌
で
す
。
日
本
人
と
外
国
人
と
の
合
い
の
子
を
、

日
本
人
と
言
お
う
か
、
外
国
人
と
言
お
う
か
と
洒し
ゃ
れ落

て
み
る
の
と
同

じ
で
、
本
当
の
洒
落
に
も
な
ら
な
い
つ
ま
ら
な
い
歌
で
す
。
こ
の
ほ

か
の
歌
も
大
同
小
異
で
、
駄
洒
落
か
理
屈
っ
ぽ
い
だ
け
の
歌
に
す
ぎ

ま
せ
ん
。
そ
れ
で
も
強し

い
て
『
古
今
集
』
を
褒
め
て
言
う
な
ら
ば
、

つ
ま
ら
な
い
歌
集
で
は
あ
る
も
の
の
万
葉
集
以
外
に
一
風
を
成
し
え

た
と
こ
ろ
だ
け
が
取と
り
え得
で
し
ょ
う
。
ど
ん
な
も
の
で
も
最
初
に
や
っ

た
も
の
は
珍
し
い
気
が
す
る
も
の
で
す
。
た
だ
、
こ
れ
を
真
似
る
だ

け
を
芸
と
す
る
後
世
の
者
こ
そ
、
気
が
知
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
も
十
年

か
二
十
年
の
こ
と
な
ら
と
も
か
く
、
二
百
年
経
っ
て
も
三
百
年
経
っ

て
も
そ
の
糟の
こ
り
か
す粕を
嘗
め
て
い
る
不
見
識
に
は
驚
き
ま
す
。
後
に
続
い

て
何
代
集
の
彼か

ん
代
集
の
と
言
っ
て
も
、
皆
『
古
今
集
』
の
糟
粕
の

糟
粕
の
糟
粕
の
糟
粕
ば
か
り
で
す
。

　

貫
之
で
も
同
じ
こ
と
で
す
。
歌
ら
し
い
歌
は
一
首
も
見
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
。
か
つ
て
あ
る
人
に
次
の
よ
う
に
言
っ
た
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
そ
の
人
が
「
川
風
寒
み
千
鳥
鳴
く
な
り
」
の
歌
は
い
か
が
で

す
か
と
言
わ
れ
て
、
閉
口
し
ま
し
た
。
こ
の
歌
だ
け
は
趣
味
の
あ
る

い
い
歌
で
す
。
し
か
し
他
に
は
こ
れ
に
匹
敵
す
る
よ
う
な
歌
は
一
首

も
あ
り
ま
せ
ん
。「
空
に
知
ら
れ
ぬ
雪
」
と
は
駄だ
じ
ゃ
れ

洒
落
に
す
ぎ
ま
せ

ん
。「
人
は
い
さ
心
も
し
ら
ず
」
と
は
、
浅
は
か
な
る
言
い
ざ
ま
で

す
。
た
だ
し
貫
之
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
初
め
て
言
っ
た
者
で
す
の

で
、
個
人
の
残
り
か
す
と
い
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
漢
詩
に
喩

え
て
言
う
な
ら
ば
、『
古
今
集
』
の
時
代
は
、
宋
の
時
代
に
似
て
い

る
と
言
う
べ
き
で
し
ょ
う
。
俗
気
が
紛
々
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
と

て
も
唐
詩
と
比
べ
ら
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
う
は
言
っ

て
も
、
そ
れ
を
宋
の
特
色
と
し
て
見
れ
ば
、
全
体
の
上
で
変
化
が
あ

る
の
が
お
も
し
ろ
く
、
宋
は
そ
れ
で
い
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
本

尊
と
し
て
そ
の
短
所
を
真
似
る
寛
政
以
後
の
詩
人
こ
そ
い
い
笑
い
者

と
言
う
べ
き
で
し
ょ
う
。

『
古
今
集
』
以
後
に
お
い
て
は
『
新
古
今
集
』
が
や
や
優
れ
て
い
る

と
見
え
ま
す
。『
古
今
集
』
よ
り
も
よ
い
歌
が
見
か
け
ら
れ
ま
す
。

し
か
し
そ
の
よ
い
歌
と
言
っ
て
も
、
指
を
折
っ
て
数
え
る
ほ
ど
し
か

あ
り
ま
せ
ん
。
藤
原
定て
い
か家

と
言
う
人
は
、
上
手
な
の
か
下
手
な
の
か

訳
の
わ
か
ら
な
い
人
で
、『
新
古
今
集
』
の
撰
定
を
少
し
は
歌
の
訳わ
け

が
わ
か
っ
て
い
る
の
か
と
思
う
反
面
、
自
身
の
歌
に
は
ろ
く
な
も
の

が
あ
り
ま
せ
ん
。「
駒
と
め
て
袖
う
ち
は
ら
ふ
」「
見
わ
た
せ
ば
花
も

紅も
み
じ葉

も
」
な
ど
が
人
に
も
て
は
や
さ
れ
る
く
ら
い
の
も
の
に
す
ぎ
ま

せ
ん
。
定
家
を
狩
野
派
の
画
師
に
た
と
え
れ
ば
、
狩
野
探
幽
と
よ
く

相
似
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。
定
家
に
傑
作
な
く
、
探
幽
に
も

傑
作
な
し
。
し
か
し
定
家
も
探
幽
も
相
当
に
錬
磨
の
力
は
あ
っ
て
ど

ん
な
場
合
で
も
か
な
り
や
り
こ
な
し
ま
す
。
両
人
の
名
誉
は
並
ぶ
だ

け
の
位
置
に
あ
っ
て
、
定
家
以
後
歌
の
門
閥
が
生
ま
れ
、
探
幽
以
後

画
の
門
閥
が
生
じ
て
、
両
家
と
も

門
閥
が
生
じ
て
以
後
は
、
腐
敗

し
ま
し
た
。
い
つ
の
時
代
で
も
、

技
芸
に
お
い
て
歌
の
格
、
画
の
格

な
ど
と
言
う
格
が
決
ま
っ
て
し

ま
っ
た
ら
、
も
は
や
進
歩
な
ど
し

な
く
な
る
も
の
で
す
。

　

香か
が
わ川

景か
げ
き樹

は
、『
古
今
』
貫
之

崇
拝
で
、
見
識
の
低
い
こ
と
は

今
さ
ら
申
す
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
俗
な
歌
の
多
い
こ
と
も
無
論
で

す
。
し
か
し
景
樹
に
は
良
い
歌
も
あ
り
ま
す
。
自
分
が
崇
拝
す
る
貫

之
よ
り
も
良
い
歌
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
景
樹
が
貫
之
よ
り
え
ら
か

っ
た
の
か
ど
う
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
た
だ
景
樹
時
代
に
は
貫
之
時

代
よ
り
も
進
歩
し
て
い
る
点
が
あ
る
と
言
う
こ
と
は
ま
ち
が
い
あ
り

ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
景
樹
に
貫
之
よ
り
も
良
い
歌
が
で
き
る
の

も
、
自
然
の
こ
と
と
言
え
ま
し
ょ
う
。
景
樹
の
歌
が
ひ
ど
く
玉
石
混

淆
で
あ
る
と
こ
ろ
は
、
俳
人
で
言
う
と
蓼り
ょ
う
た太
に
比
べ
る
の
が
適
当
と

思
わ
れ
ま
す
。
蓼
太
は
雅
俗
巧
拙
の
両
極
端
を
そ
な
え
た
男
で
、
そ

の
句
に
両
極
端
が
現
れ
て
い
ま
す
。
か
つ
満
身
の
覇
気
で
も
っ
て
世

人
を
籠
絡
し
、
全
国
に
夥
し
い
門
派
の
末
流
を
持
っ
て
い
た
と
こ
ろ

な
ど
も
よ
く
似
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
景
樹
を
学
ぶ
な
ら
、
良
い
と

こ
ろ
を
学
ば
ね
ば
、
は
な
は
だ
し
い
邪
路
に
陥お
ち
いる
で
し
ょ
う
。
今
の

景
樹
派
な
ど
と
言
う
の
は
、
景
樹
の
俗
な
と
こ
ろ
を
学
ん
で
、
景
樹

よ
り
も
下
に
連
な
っ
て
い
る
も
の
で
す
。
縮
れ
毛
の
人
が
束
髪
に
結

ん
で
い
る
の
を
良
い
こ
と
と
思
っ
て
、
束
髪
に
結
ぶ
人
は
わ
ざ
わ
ざ

毛
を
縮
れ
毛
に
す
る
よ
う
な
も
の
で
す
。
こ
の
と
こ
ろ
を
よ
く
広
い

眼
を
開
い
て
判
断
す
べ
き
で
し
ょ
う
。
古
今
上
下
東
西
の
文
学
な
ど

を
よ
く
比
較
し
て
御
覧
に
な
り
、
く
だ
ら
な
い
歌
書
ば
か
り
を
見
て

い
て
は
、
容
易
に
自
己
の
迷
い
を
醒
ま
す
の
は
難
し
く
、
見
る
と
こ

ろ
が
狭
け
れ
ば
、
自
分
の
汽
車
の
動
く
の
を
知
ら
な
い
で
、
隣
の
汽

車
が
動
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
だ
け
の
人
と
な
っ
て
し
ま
う
で
し

ょ
う
。
不
尽
。　
　
　
　
（
明
治
三
十
一
年
二
月
十
四
日
／
『
日
本
』
掲
載
）

　
　
　

現
代
語
訳

　
　
　

再
び
歌
よ
み
に
与
ふ
る
書

正
岡
子
規　

連
載
第
二
回

正岡子規

五十嵐勉／現代語訳


