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表
題
に
あ
げ
た
松
本
徹
の
『
西
行
』（
鳥
影

社
刊
）
を
読
ん
で
い
ろ
い
ろ
刺
激
を
受
け
、

考
え
る
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
の
で
、
今
回
は
そ

の
こ
と
を
書
い
て
お
き
た
い
。

　

本
書
は
既
に
「
毎
日
新
聞
」（
平
成
30
年

7
月
29
日
）で
三
浦
雅
士
が
取
り
上
げ
、「
名

著
で
あ
る
」
と
紹
介
し
て
い
る
。
具
眼
の
士

の
讃
辞
に
、
こ
の
本
の
成
立
を
傍
で
見
て
き

た
一
人
で
あ
る
私
と
し
て
も
嬉
し
い
思
い
を

し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
追
い
か
け
て
通

読
し
て
、
こ
の
一
冊
が
松
本
徹
の
こ
の
種
の

仕
事
の
な
か
で
も
極
ま
っ
た
「
名
著
」
の
一

つ
で
あ
る
こ
と
を
改
め
て
実
感
し
た
。「
一
つ
」

だ
と
言
う
の
は
、
私
は
、
彼
の
仕
事
の
な
か

で
は
『
風
雅
の
帝 

光
厳
』（
平
成
22
年
）
が

各
別
な
「
名
著
」
だ
と
思
っ
て
い
て
、
そ
の

思
い
は
こ
の
西
行
論
を
読
み
終
わ
っ
た
今
も

消
え
て
は
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
い
や
、
も

う
少
し
客
観
的
に
言
え
ば
や
は
り
、
あ
の

『
風
雅
の
帝 

光
厳
』
の
仕
事
が
あ
っ
た
か
ら

こ
そ
、
こ
の
『
西
行
』
も
成
っ
た
の
だ
と
見

る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

　
本
書
を
読
み
つ
つ
思
い
出
し
た
著
者
の
仕

事
に
『
崇
徳
院
』（
平
成
2
年
5
月
「
文
學

界
」、
い
ま
『
師
直
の
恋
』
に
収
録
）
も
あ
っ

た
。
そ
こ
に
も
も
ち
ろ
ん
西
行
が
登
場
し
て

い
た
が
、
今
度
は
主
人
公
が
入
れ
替
わ
っ
た

わ
け
で
あ
る
。
だ
が
、
か
つ
て
の
こ
う
い
う

仕
事
が
、
こ
の
『
西
行
』
の
な
か
に
も
生
か

さ
れ
て
熱
い
血
と
な
っ
て
流
れ
て
い
る
な
と

も
思
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
ん
な
ふ
う
に
、
本

書
は
い
ろ
い
ろ
な
面
で
著
者
の
こ
れ
ま
で
の

仕
事
の
集
大
成
だ
と
い
う
性
格
が
強
い
の
だ
。

　
ま
ず
、
こ
の
書
は
西
行
を
充
分
に
歴
史
の

な
か
に
置
い
て
見
、
捉
え
て
い
る
が
、
そ
の

こ
と
だ
け
で
も
類
書
の
な
か
で
は
際
立
っ
て

い
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
蛇
足
す
れ
ば
、
歴
史

小
説
の
な
か
の
西
行
は
お
お
む
ね
歌
人
西
行

と
い
う
パ
タ
ー
ン
が
描
か
れ
る
だ
け
で
あ
る

し
、
逆
に
歌
人
西
行
を
論
じ
た
も
の
は
、
彼

が
平
清
盛
と
同
じ
北
面
の
武
士
の
出
で
あ
り
、

同
じ
戦
乱
の
時
代
を
生
き
た
人
物
で
あ
っ
た

こ
と
を
忘
れ
て
い
る
の
が
ほ
と
ん
ど
だ
か
ら

で
あ
る
。
そ
う
し
た
な
か
で
本
書
は
、
と
き

に
宮
廷
の
政
争
や
高
野
山
内
の
宗
派
の
争
い

に
も
巻
き
込
ま
れ
な
が
ら
生
き
る
西
行
を
い

か
ん
な
く
捉
え
、
描
い
て
い
る
。

　
著
者
の
歴
史
小
説
は
主
人
公
ゆ
か
り
の
地

を
訪
ね
、
変
貌
し
た
現
在
の
そ
の
場
に
立
っ

て
見
る
と
い
う
方
法
を
一
貫
し
て
取
っ
て
い

る
。
そ
れ
は
単
な
る
歴
史
散
歩
で
は
な
く
て
、

歴
史
を
現
代
か
ら
見
直
し
考
え
直
す
と
い
う

行
為
や
意
味
に
重
な
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た

方
法
が
今
度
の
主
人
公
、
生
涯
旅
の
人
で
あ

り
、
移
動
の
人
で
あ
っ
た
西
行
に
ぴ
っ
た
り

は
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
と
く
に
西

行
の
歌
は
、
俊
成
、
定
家
な
ど
と
は
対
照
的

〈
歌
・
小
説
・
日
本
語
〉⑲

松
本 

徹

『
西
行 

わ
が
心
の
行
方
』を
め
ぐって

に
、
い
わ
ば
土
地
土
地
の
霊
と
深
く
繋
が
っ

て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
場
に
立
っ
て
、

呼
び
起
さ
れ
る
よ
う
に
歌
が
生
ま
れ
、
そ
し

て
生
ま
れ
た
歌
は
地
の
霊
を
背
負
い
な
が
ら

も
地
か
ら
独
立
し
て
ゆ
く
。

　
　
波
の
音
を
心
に
か
け
て
明
か
す
か
な

　
　
苫
洩
る
月
の
影
を
友
に
て

　
安
芸
厳
島
へ
向
か
う
途
次
、「
な
か
と
み
の

浦
」
で
風
の
た
め
に
足
止
め
に
あ
っ
た
と
き

の
歌
で
あ
る
。

　
こ
の
本
の
な
か
の
名
場
面
が
幾
つ
も
あ
る

が
、
な
か
で
も
終
局
の
、
比
叡
山
の
無
動
寺

へ
慈
円
を
訪
ね
た
と
き
の
一
景
な
ど
は
、
あ

た
か
も
西
行
歌
の
頂
点
と
一
体
と
な
っ
て
美

し
い
、
忘
れ
が
た
い
場
面
を
描
き
あ
げ
て
い

る
。

　
し
か
し
、
こ
の
書
の
も
っ
と
も
重
要
な
性

格
は
西
行
を
「
歌
僧
」
と
呼
び
、
終
始
そ
う

し
た
観
点
か
ら
彼
の
歌
を
読
も
う
と
し
て
い

る
こ
と
だ
ろ
う
。
西
行
は
同
時
代
の
人
た
ち

の
認
識
か
ら
言
え
ば
、
ま
ず
、
突
然
出
家
し

た
二
十
三
歳
の
北
面
の
武
士
で
あ
っ
て
、
そ

う
い
う
人
物
が
や
が
て
歌
人
と
し
て
も
頭
角

を
現
し
て
き
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、

と
い
う
順
序
で
あ
っ
た
。
初
め
か
ら
歌
人
で

あ
っ
た
の
で
も
、
歌
人
が
出
家
し
た
わ
け
で

も
な
か
っ
た
の
だ
。
と
こ
ろ
が
、
後
の
大
歌

人
と
し
て
言
わ
れ
る
西
行
は
、
と
か
く
出
家

者
と
し
て
の
側
面
が
忘
れ
ら
れ
て
い
る
。
西

行
の
歌
は
歌
の
た
め
に
詠
ま
れ
た
歌
で
は
な

か
っ
た
。
彼
に
と
っ
て
の
和
歌
は
何
よ
り
も

仏
教
的
真
理
の
発
見
と
そ
の
表
現
や
伝
達
の

た
め
の
手
段
と
し
て
あ
っ
た
。
し
か
し
読
む

方
が
仏
教
か
ら
ど
ん
ど
ん
離
れ
て
し
ま
っ
た

た
め
に
そ
れ
が
読
み
取
れ
な
く
な
っ
て
い
る

の
が
現
代
な
の
だ
。

　
た
と
え
ば
よ
く
知
ら
れ
た
「
願
く
は
花
の

下
に
て
春
死
な
ん
そ
の
き
さ
ら
ぎ
の
望
月
の

頃
」
の
一
首
に
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
西

行
の
桜
好
き
を
言
う
人
は
多
い
け
れ
ど
、
そ

の
「
き
さ
ら
ぎ
の
望
月
の
頃
」
の
二
月
十
六

日
（
現
在
の
太
陽
暦
で
は
三
月
三
十
日
）
が

実
は
涅
槃
会
、
つ
ま
り
釈
迦
の
入
滅
の
日
だ

と
知
る
人
は
案
外
少
な
い
の
だ
。
こ
の
「
願

く
は
」
は
花
と
月
ば
か
り
で
は
な
い
の
で
あ

る
。

　
も
ち
ろ
ん
、「
歌
僧
」
と
し
て
の
西
行
の
研

究
も
た
く
さ
ん
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
な
か
で

私
が
最
も
信
頼
す
る
の
が
山
田
昭
全
の
『
西

行
の
和
歌
と
仏
教
』
で
あ
る
が
、
そ
の
点
で

は
著
者
と
意
見
が
合
っ
て
何
度
も
話
に
出
た

の
で
あ
る
。
本
書
に
は
山
田
昭
全
か
ら
の
引

用
や
言
及
が
度
々
あ
っ
て
、
異
論
も
書
か
れ

て
い
る
が
、
逆
に
言
え
ば
そ
れ
ほ
ど
山
田
観

点
を
取
り
込
ん
で
い
る
わ
け
だ
。

　
西
行
が
「
心
」
の
歌
人
だ
と
は
多
く
の
人

が
言
う
と
こ
ろ
だ
。
そ
の
た
め
、
た
と
え
ば

吉
本
隆
明
の
西
行
論
な
ど
は
西
行
以
前
の
歌

か
ら
「
心
」
の
用
例
を
統
計
的
に
抽
出
し
て

西
行
の
そ
れ
と
比
較
し
て
見
せ
て
い
る
。
し

か
し
そ
れ
は
、
私
か
ら
言
わ
せ
れ
ば
ま
こ
と

に
迂
遠
な
や
り
方
だ
と
言
う
し
か
な
い
。
西

行
歌
の
「
心
」
と
は
、
そ
の
向
こ
う
に
い
つ

も
「
月
」
が
あ
る
「
心
」
な
の
だ
。
む
ろ
ん

こ
の
月
は
真
如
の
月
、
仏
教
的
な
真
理
世
界

の
象
徴
で
あ
る
。
こ
の
「
月
」
を
曇
り
な
く

映
す
「
心
」
を
持
つ
た
め
に
、
西
行
は
い
つ

も
己
の
心
を
磨
き
、
放
ち
、
と
き
に
嘆
き
、

言
い
聞
か
せ
―
つ
ま
り
修
行
し
て
い
た
の
だ
。

彼
の
歌
は
、
言
う
な
ら
ば
そ
ん
な
月
に
向
か

っ
て
の
祈
り
で
あ
り
証
で
あ
り
、
体
現
で
あ

り
伝
達
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
そ
う
し
た
西
行

歌
の
「
心
の
行
方
」
を
、
こ
の
一
書
は
説
得

力
を
持
っ
て
跡
付
け
て
い
る
。
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前
回
紹
介
し
た
松
本
徹
『
西
行　
わ
が
心

の
行
方
』（
鳥
影
社
）
の
最
後
の
章
に
、
西
行

最
晩
年
の
一
首
、

に
ほ
て
る
や
な
ぎ
た
る
朝
に
見
渡
せ
ば

漕
ぎ
行
く
跡
の
浪
だ
に
も
な
し

　
に
つ
い
て
説
き
、
論
じ
た
あ
と
、
そ
の
当

然
の
帰
結
の
よ
う
に
さ
ら
り
と
書
か
れ
て
い

る
次
の
一
節
が
あ
る
。

　
す
で
に
触
れ
た
、
富
士
の
煙
の
歌
、
鴫

立
つ
沢
の
歌
と
響
き
合
ふ
の
は
い
ふ
ま
で

も
あ
る
ま
い
。
さ
う
し
て
わ
が
国
の
精
神

の
在
り
や
う
に
つ
い
て
、
決
定
的
な
考
へ

を
据
ゑ
た
と
思
は
れ
る
。
す
な
は
ち
、
一

般
に
言
は
れ
る
と
異
な
つ
た
「
虚
」
で
あ

り
「
空
」
で
あ
つ
て
、
清
浄
の
気
が
満
ち
、

そ
こ
に
は
花
が
咲
き
、
月
が
ま
ど
か
に
照

り
、
伊
勢
の
大
神
が
「
肥
や
」
さ
れ
る
…

…
。

　
私
は
読
ん
で
こ
こ
に
至
っ
て
、
う
ー
ん
と
、

ま
さ
に
唸
る
よ
う
な
思
い
を
し
た
。
我
々
は

つ
い
慣
れ
す
ぎ
て
西
行
を
特
異
な
歌
人
、
好

き
な
歌
人
に
数
え
る
く
ら
い
で
そ
れ
以
上
の

こ
と
を
あ
ま
り
意
識
せ
ず
に
い
る
が
、
本
当

は
、
日
本
の
精
神
史
の
う
え
で
も
短
歌
の
歴

史
の
う
え
で
も
画
期
的
、
革
命
的
と
言
っ
て

も
よ
い
仕
事
を
果
た
し
た
人
な
の
だ
。「
わ
が

国
の
精
神
の
在
り
や
う
に
つ
い
て
、
決
定
的

な
考
へ
を
据
ゑ
た
」
人
―
西
行
の
場
合
は
、

た
と
え
ば
源
実
朝
が
時
代
を
突
き
抜
け
た
優

れ
た
歌
人
だ
っ
た
と
言
う
の
と
は
ま
る
で
意

義
が
違
う
。
そ
う
い
う
こ
と
を
、
こ
こ
で
松

本
徹
は
指
摘
し
て
い
る
わ
け
だ
。
今
こ
こ
で

は
、
そ
の
問
題
を
私
な
り
に
砕
い
て
言
っ
て

み
た
い
。

　
ま
ず
は
冒
頭
に
言
わ
れ
た
「
富
士
の
煙
の

歌
、
鴫
立
つ
沢
の
歌
」
を
念
の
た
め
挙
げ
て

お
こ
う
。

風
に
な
び
く
富
士
の
け
ふ
り
の
空
に
消

え
て
行
方
も
知
ら
ぬ
我
思
哉

心
な
き
身
に
も
あ
は
れ
は
知
ら
れ
け
り

鴫
立
つ
沢
の
秋
の
夕
暮
れ

　
歌
の
成
立
年
代
と
し
て
は
こ
こ
に
挙
げ
た

の
と
は
逆
の
順
に
な
る
。「
心
な
き
」
が
最
も

古
く
、
ま
た
西
行
の
名
を
早
く
世
に
知
ら
し

め
る
こ
と
に
な
っ
た
一
首
で
あ
る
。
定
家
の

「
見
渡
せ
ば
花
も
紅
葉
も
な
か
り
け
り
浦
の

苫
屋
の
秋
の
夕
暮
れ
」、
寂
蓮
の
「
さ
び
し
さ

は
そ
の
色
と
し
も
な
か
り
け
り
槙
立
つ
山
の

秋
の
夕
暮
れ
」
と
と
も
に
「
三
夕
の
歌
」
と

称
さ
れ
て
昔
か
ら
重
要
文
化
財
の
よ
う
な
扱

い
を
受
け
て
い
る
が
、
小
林
秀
雄
に
言
わ
せ

れ
ば
他
の
二
首
は
単
に
審
美
家
が
選
ん
だ
景

色
に
過
ぎ
な
い
。「
三
夕
の
歌
な
ぞ
と
出
鱈
目

を
言
い
習
わ
し
た
も
の
で
あ
る
」（『
西
行
』）

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
い
で
に
言
う
と
、

「
鴫
立
つ
沢
」
の
「
鴫
立
つ
」
は
飛
び
去
っ

た
、な
の
だ
が
、大
岡
信
が
『
折
々
の
う
た
』

〈
歌
・
小
説
・
日
本
語
〉⑳

西
行
短
歌
の
歴
史
的
意
義

で
、
じ
っ
と
立
っ
て
い
る
姿
と
も
読
め
る
と

書
い
て
い
て
、
山
田
昭
全
が
、
分
か
っ
て
な

い
な
、
と
一
蹴
し
て
い
た
。
鳥
道
と
か
飛
ぶ

鳥
跡
を
濁
さ
ず
と
は
仏
教
で
の
慣
用
語
、
何

の
生
き
た
痕
跡
も
残
さ
ず
消
え
て
行
く
、
こ

の
世
の
「
空
」
な
る
真
実
の
こ
と
な
の
だ
。

じ
っ
と
立
っ
て
い
た
の
で
は
他
の
二
首
と
同

じ
、た
だ
の
景
色
の
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　
次
の
「
風
に
な
び
く
」
は
、
二
度
目
の
み

ち
の
く
の
旅
の
と
き
、
六
十
九
歳
の
作
と
さ

れ
て
い
る
が
、
西
行
自
身
が
自
讃
歌
の
第
一

に
挙
げ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
西
行
辞
世
の
歌
、

心
の
歌
の
帰
結
だ
と
読
む
人
も
多
い
。
し
か

し
私
は
、
そ
れ
に
は
少
々
不
満
で
あ
る
。
富

士
の
煙
は
た
し
か
に
沢
の
鴫
と
同
じ
よ
う
に

姿
を
消
し
て
い
る
が
、「
行
方
も
知
ら
ぬ
我
思

哉
」
で
、
こ
こ
に
は
ま
だ
「
い
か
に
か
す
べ

き
わ
が
心
」
の
西
行
が
残
っ
て
い
る
か
ら
だ
。

そ
し
て
そ
う
言
え
る
の
は
、
三
首
目
「
に
ほ

て
る
や
」
が
あ
る
か
ら
な
の
だ
。

　
「
に
ほ
て
る
や
」
は
沙
弥
満
誓
の
「
世
の

中
を
何
に
た
と
へ
む
朝
ぼ
ら
け
漕
ぎ
行
く
舟

の
跡
の
白
浪
」
を
本
歌
と
し
て
い
る
こ
と
が

知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
歌
は
、
言
う
な
ら
ば

ま
だ
「
空
」
に
到
ら
な
い
、「
川
の
流
れ
は
絶

え
ず
し
て
」
に
も
似
た
レ
ベ
ル
の
無
常
観
を

詠
っ
た
も
の
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
た
と

え
ば
鴫
立
つ
沢
に
水
音
や
水
紋
が
残
っ
て
い

て
は
正
し
い
鳥
道
の
表
現
に
は
な
ら
な
い
。

だ
か
ら
西
行
は
そ
の
「
白
浪
」
を
さ
ら
に
消

し
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
そ
こ
に
彼
の
「
思
い
」

の
徹
底
ぶ
り
、
思
想
的
な
到
達
が
あ
る
と
見

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
こ
と
は
、た
と
え
ば
一
遍
上
人
が
「
と

な
ふ
れ
ば
仏
も
わ
れ
も
な
か
り
け
り
南
無
阿

弥
陀
仏
の
声
ば
か
り
し
て
」
と
詠
ん
だ
の
を
、

法
燈
国
師
が
「
未
徹
在
」
と
言
っ
て
一
喝
、

直
ち
に
頓
悟
し
た
一
編
が
「
と
な
ふ
れ
ば
仏

も
わ
れ
も
な
か
り
け
り
南
無
阿
弥
陀
仏
南
無

阿
弥
陀
仏
」
と
改
め
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
事
情

が
よ
く
似
て
い
る
。
見
て
い
る
自
分
、
言
っ

て
い
る
自
分
も
消
え
て
初
め
て
「
空
」
た
る

真
理
の
「
道
取
」
＝
表
現
に
な
る
の
だ
。
西

行
で
言
え
ば
、
満
誓
の
「
白
浪
」
を
消
し
た

よ
う
に
、「
に
ほ
て
る
や
」
に
到
っ
て
、
彼
は

も
う
「
行
方
も
知
ら
ぬ
我
思
哉
」
を
も
棄
て

た
の
で
あ
る
。

　
話
が
少
し
ば
か
り
飛
び
す
ぎ
た
か
も
し
れ

な
い
。
私
が
言
い
た
か
っ
た
の
は
、「
に
ほ
て

る
や
」
の
一
首
が
、
よ
く
言
わ
れ
る
よ
う
な

「
明
鏡
止
水
」
の
境
地
を
言
っ
た
と
い
う
よ

う
な
も
の
で
は
な
く
、
仏
教
的
な
「
空
観
」

の
表
現
な
の
だ
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、
そ

う
読
ん
だ
と
こ
ろ
に
、
松
本
徹
の
「
わ
が
国

の
精
神
の
在
り
や
う
に
つ
い
て
決
定
的
な
考

へ
を
据
ゑ
た
」
と
い
う
評
価
も
言
わ
れ
た
の

だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ち
な
み
に
前
記
松

本
文
中
の「『
虚
』で
あ
り『
空
』で
あ
つ
て
」

の
「
虚
空
」
の
語
は
、
明
恵
上
人
が
聞
い
た

と
伝
え
る
西
行
自
身
の
こ
と
ば
、「
白
日
か
が

や
け
ば
虚
空
明
ら
か
な
る
に
似
た
り
」「
我
又

此
の
虚
空
の
如
く
な
る
心
の
上
に
お
い
て
、

種
々
の
風
情
を
色
ど
る
と
云
へ
ど
も
、
更
に

蹤し
よ
う
せ
き跡
な
し
。此
の
歌
即
ち
是
如
来
の
真
の
形

躰
也
」
か
ら
採
っ
て
い
る
。
松
本
徹
は
西
行

の
こ
う
し
た
三
首
を
も
っ
て
西
行
論
の
中
心

思
想
と
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　
西
行
は
叙
景
詩
と
し
て
の
短
歌
を
象
徴
詩

に
変
え
、
抒
情
詩
と
し
て
の
短
歌
を
思
想
詩

に
せ
り
上
げ
た
が
、
こ
う
い
う
西
行
が
い
た

か
ら
後
の
芭
蕉
句
も
生
ま
れ
た
と
言
っ
て
よ

い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
さ
ら
に
付
け
加
え
れ

ば
、
西
行
は
短
歌
の
み
な
ら
ず
、
近
代
文
学

に
も
通
ず
る
日
本
の
文
学
観
の
基
礎
を
つ
く

っ
た
人
だ
と
私
は
思
っ
て
い
る
。
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孔
子
は
、「
文
学
を
含
め
て
中
国
文
明
の
創

始
者
」
だ
と
吉
川
幸
次
郎
が
書
い
て
い
る
。

（『
新
潮
世
界
文
学
辞
典
』）
こ
れ
を
初
め
て

読
ん
だ
と
き
、
そ
ん
な
言
い
方
が
あ
る
の
か
、

で
き
る
の
か
と
び
っ
く
り
し
た
。
そ
し
て
そ

の
意
味
を
考
え
て
眩
暈
が
し
そ
う
に
な
っ
た

が
、
そ
の
こ
と
を
言
い
だ
す
と
き
り
が
な
い
。

要
す
る
に
こ
れ
は
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
み
た
い

な
も
の
だ
と
思
う
こ
と
に
し
て
、
だ
ん
だ
ん

納
得
す
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
だ
け
付
け
加

え
て
お
こ
う
。

　

そ
こ
で
、
こ
の
大
胆
な
物
言
い
に
倣
っ
て
、

私
は
か
ね
て
、「
西
行
は
日
本
文
学
の
根
幹
を

つ
く
っ
た
人
」
だ
と
考
え
て
き
た
。
近
代
も

含
め
て
、
西
行
歌
は
日
本
文
学
の
根
本
性
格

を
つ
く
っ
て
い
る
の
だ
。
今
回
は
そ
の
こ
と

を
書
い
て
お
き
た
い
。

　

ま
ず
、
彼
の
絶
大
な
人
気
と
い
う
事
実
が

あ
る
。
文
芸
作
品
で
言
え
ば
能
の
「
江
口
」

「
西
行
桜
」
あ
た
り
か
ら
始
ま
っ
て
長
唄
の

「
時
雨
西
行
」
か
ら
落
語
講
談
の
「
西
行
」

ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
ジ
ャ
ン
ル
で
西
行
は
取

り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
観
阿
弥
作
と
さ
れ
る

「
江
口
」
は
「
山
家
集
」
に
み
え
る
実
話
を

も
と
に
し
て
い
る
が
、
お
坊
さ
ん
と
遊
女
と

い
う
取
り
合
わ
せ
自
体
が
い
か
に
も
説
話
的

な
趣
を
持
っ
て
い
て
、
そ
こ
に
既
に
西
行
人

気
の
秘
密
、
そ
の
第
一
要
因
が
あ
る
の
か
も

し
れ
な
い
。

　

次
に
、
彼
が
旅
の
人
で
も
あ
っ
た
故
だ
ろ

う
か
、
あ
ち
こ
ち
に
西
行
桜
、
西
行
柳
、
西

行
庵
な
る
も
の
が
伝
わ
っ
て
い
る
し
、
そ
れ

に
付
随
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
伝
説
も
各
地
に
残

っ
て
い
る
。
旅
の
途
次
、
西
行
が
土
地
の
子

供
に
や
り
込
め
ら
れ
て
道
を
引
き
返
す
と
い

う
「
西
行
戻
り
」
と
言
わ
れ
る
パ
タ
ー
ン
の

話
が
あ
ち
こ
ち
に
あ
る
の
だ
と
い
う
。
も
っ

と
も
知
ら
れ
て
い
る
の
が
、「
西
行
物
語
」
に

あ
る
、
鎌
倉
で
頼
朝
か
ら
拝
領
し
た
銀
製
の

猫
を
道
ば
た
の
子
供
に
や
っ
て
し
ま
っ
た
と

い
う
話
だ
が
、
ど
ち
ら
も
子
供
が
絡
む
と
こ

ろ
が
ポ
イ
ン
ト
だ
ろ
う
。
も
う
一
人
の
人
気

詩
人
僧
で
あ
っ
た
良
寛
の
場
合
と
同
様
、
伝

説
へ
の
子
供
の
登
場
は
大
衆
的
な
人
気
の
良

き
バ
ロ
メ
ー
タ
ー
な
の
だ
。

　

こ
こ
で
問
題
は
、
何
故
こ
れ
ほ
ど
人
気
が

あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
だ
が
、
そ
こ
が
な
か

な
か
難
し
い
。
落
語
に
も
な
っ
て
い
る
、
北

面
の
武
士
佐
藤
義
清
が
身
分
違
い
の
恋
の
果

て
に
出
家
し
た
と
い
う
話
は
謎
も
含
ん
で
面

白
い
が
、
そ
れ
だ
け
が
人
気
の
原
因
だ
と
は

言
え
な
い
だ
ろ
う
。
気
を
付
け
て
み
て
い
る

が
、
西
行
を
論
じ
た
人
は
た
く
さ
ん
い
る
の

に
、
誰
も
そ
の
人
気
を
当
然
の
前
提
に
す
る

ば
か
り
で
、
何
故
か
と
考
え
て
い
る
人
は
い

な
か
っ
た
。

　

し
か
し
、
な
ー
ん
だ
と
言
わ
れ
て
し
ま
い

〈
歌
・
小
説
・
日
本
語
〉㉑

日
本
文
学
の
根
幹
を

つ
く
っ
た
西
行

そ
う
だ
が
、
西
行
人
気
の
第
一
原
因
は
、
や

は
り
彼
が
桜
の
歌
人
だ
っ
た
か
ら
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
な
ー
ん
だ
で
あ
っ
て
、

し
か
し
、
実
は
大
事
な
こ
と
だ
ろ
う
。

吉
野
山
梢
の
花
を
見
し
日
よ
り
心
は
身

に
も
添
わ
ず
成
に
き

　

こ
う
し
た
桜
狂
い
の
西
行
の
な
か
に
、

人
々
は
自
身
の
心
情
、
夢
や
憧
れ
を
実
現
し

て
い
る
人
、
自
分
の
代
弁
者
代
償
者
を
見
て

い
る
の
だ
。
小
林
秀
雄
も
そ
の
典
型
だ
と
言

っ
て
よ
い
が
、
西
行
論
を
書
く
人
は
皆
と
い

う
ほ
ど
桜
好
き
で
も
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
う

い
う
人
に
と
っ
て
は
、

願
は
く
は
花
の
下
に
て
春
死
な
ん
そ
の

き
さ
ら
ぎ
の
望
月
の
頃

　

と
、
こ
れ
が
決
定
的
に
泣
カ
セ
ル
こ
と
に

な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
敷
島
の
大
和

心
を
人
問
は
ば
朝
日
に
に
ほ
ふ
山
桜
花
」（
本

居
宣
長
）
で
あ
っ
て
、
桜
は
日
本
と
日
本
人

の
心
を
象
徴
す
る
花
だ
が
、
そ
う
い
う
心
情

を
、「
願
は
く
は
…
」
の
一
首
ほ
ど
美
し
く
現

わ
し
た
歌
は
他
に
な
い
だ
ろ
う
。

　

人
気
の
秘
密
の
も
う
一
つ
は
「
道
」、
西
行

歌
の
求
道
性
と
い
う
こ
と
で
あ
る
だ
ろ
う
。

芭
蕉
は
、
歌
の
西
行
、
連
歌
の
宗
祇
、
絵
の

雪
舟
、
茶
の
利
休
と
名
を
あ
げ
て
、「
其
貫
道

す
る
物
は
一
な
り
」（『
笈
の
小
文
』）
と
言
っ

た
。
歌
に
は
柿
本
人
麻
呂
や
山
部
赤
人
等
々
、

大
歌
人
が
た
く
さ
ん
い
る
な
か
で
、
芭
蕉
は

な
ぜ
西
行
を
と
っ
た
の
か
。
お
そ
ら
く
西
行

が
、
そ
う
し
た
大
歌
人
た
ち
か
ら
は
隔
絶
し

た
、
歌
の
改
革
者
だ
っ
た
と
い
う
明
確
な
認

識
が
彼
に
あ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。

　

西
行
が
「
心
」
の
歌
人
で
あ
り
、
そ
の
心

は
恋
や
季
節
を
思
う
心
で
は
な
く
、
仏
教
的

な
求
道
者
と
し
て
の
そ
れ
で
あ
る
、
と
は
す

で
に
言
っ
た
。
こ
こ
で
は
心
理
家
で
あ
り
強

靭
な
自
意
識
の
人
で
あ
っ
た
西
行
と
い
う
面

を
見
て
お
こ
う
。

世よ
の

中な
か

を
夢
と
見
る
〳
〵
は
か
な
く
も
猶

お
ど
ろ
か
ぬ
わ
が
心
哉

迷
ひ
来
て
悟
り
う
べ
く
も
な
か
り
つ
る

心
を
知
る
は
心
な
り
け
り

　

こ
ん
な
と
こ
ろ
は
ず
っ
と
後
の
『
徒
然
草
』

に
も
通
ず
る
だ
ろ
う
。

心
か
ら
心
に
物
を
思
は
せ
て
身
を
苦
し

む
る
我
身
成
け
り

憂
き
世
に
は
あ
ら
れ
ば
有
に
ま
か
せ

つ
ゝ
心
よ
い
た
く
物
な
思
ひ
そ

　

こ
う
い
う
と
こ
ろ
は
、
さ
ら
に
遥
か
後
の

良
寛
に
も
通
ず
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

こ
ん
な
ふ
う
に
西
行
の
「
心
」
は
自
意
識

で
あ
り
、
精
神
で
あ
り
、
魂
で
も
あ
っ
た
の

だ
が
、
こ
う
し
た
心
の
実
存
を
詠
っ
た
例
は

西
行
以
前
に
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
歌
の

近
代
は
西
行
か
ら
始
ま
っ
た
、
と
言
っ
て
も

よ
い
の
だ
。
言
い
換
え
れ
ば
、
歌
を
、
己
を

磨
く
手
段
と
も
証
と
も
し
た
の
だ
が
、
芭
蕉

が
尊
重
し
た
の
は
そ
う
い
う
西
行
だ
っ
た
に

違
い
な
い
。
だ
か
ら
二
人
を
合
わ
せ
て
言
っ

て
み
る
と
、
文
学
を
意
識
的
に
己
の
生
き
方

と
結
び
つ
け
て
実
践
し
た
の
が
西
行
と
芭
蕉

だ
っ
た
の
だ
。
そ
し
て
以
後
、
こ
の
性
格
は

日
本
文
学
の
基
底
を
成
す
一
つ
の
伝
統
と
な

っ
て
、
そ
れ
は
近
代
に
な
っ
て
も
受
け
継
が

れ
た
の
で
あ
る
。

　

西
行
は
近
代
の
文
学
者
の
な
か
で
も
ダ
ン

ト
ツ
の
人
気
歌
人
だ
。
そ
れ
は
、
少
々
飛
躍

し
た
も
の
言
い
に
な
る
が
、
西
行
歌
は
日
本

の
近
代
文
学
の
も
う
一
つ
の
原
点
源
流
だ
か

ら
だ
、
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

前
に
私
は
、
上
田
三
四
二
の
こ
と
ば
に
重

ね
て
、「
短
歌
は
日
本
文
学
の
底
荷
」
だ
と
言

っ
た
が
、
そ
の
底
荷
の
重
要
な
部
分
に
、
こ

う
し
た
歌
人
僧
西
行
が
存
在
す
る
の
だ
。
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松
本
徹
『
西
行 

わ
が
心
の
行
方
』（
鳥
影

社
）
に
刺
激
さ
れ
て
、
長
年
抱
え
て
い
た
私

の
西
行
観
を
書
い
て
き
た
が
、
勢
い
に
乗
っ

て
仲
間
た
ち
の
と
こ
ろ
で
も
こ
れ
ら
の
話
を

し
た
。
そ
こ
で
い
つ
も
の
通
り
疑
義
や
ヒ
ン

ト
や
ら
を
貰
う
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
の
一

つ
に
、
幸
田
露
伴
に
『
二
日
物
語
』（
明
治
三

十
五
年
）
が
あ
る
よ
と
い
う
情
報
が
あ
っ
た
。

教
え
て
く
れ
た
の
は
能
楽
の
西
野
春
雄
だ
が
、

彼
は
廃
曲
『
松
山
天
狗
』
―
崇
徳
院
の
話
だ

が
、
や
は
り
西
行
が
絡
む
能
の
一
つ
―
の
復

活
上
演
の
た
め
の
改
作
の
と
き
、
露
伴
の
こ

の
『
二
日
物
語
』
が
大
い
に
役
立
ち
、
そ
こ

か
ら
い
く
つ
か
の
こ
と
ば
も
借
り
た
の
だ
と

い
う
。

　

崇
徳
院
と
言
え
ば
上
田
秋
成
の
「
白
峯
」

（『
雨
月
物
語
』）
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、

露
伴
に
も
あ
っ
た
と
は
初
め
て
知
っ
た
。
早

速
読
ん
で
み
た
が
、
こ
れ
が
い
や
は
や
で
、

と
て
も
難
し
い
。
秋
成
の
「
白
峯
」
の
か
た

ち
を
踏
襲
し
て
い
る
の
は
分
か
る
が
漢
字
漢

語
故
事
仏
典
の
細
密
な
パ
ッ
チ
ワ
ー
ク
で
、

気
楽
な
流
し
読
み
な
ど
許
さ
な
い
代
物
だ
っ

た
。
全
集
の
書
誌
解
題
に
よ
れ
ば
、
明
治
三

十
九
年
に
は
早
く
も
『
註
釈
二
日
物
語
』（
沼

田
頴
川
）
な
る
書
物
ま
で
出
て
い
た
と
い
う

の
だ
か
ら
驚
く
。
難
解
は
発
表
当
時
か
ら
の

定
評
、
初
め
か
ら
古
典
扱
い
だ
っ
た
わ
け
だ
。

露
伴
が
こ
の
作
を
完
成
し
た
の
は
三
十
四
歳

だ
が
、
初
稿
は
二
十
五
歳
の
と
き
発
表
さ
れ

て
い
る
と
い
う
の
だ
か
ら
恐
ろ
し
い
。

　
『
二
日
物
語
』
は
タ
イ
ト
ル
ど
お
り
「
此

一
日
」
と
「
彼
一
日
」
の
二
編
か
ら
な
っ
て

る
が
、
西
行
の
生
涯
か
ら
二
日
だ
け
を
選
ん

で
一
対
の
物
語
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
一
つ

の
趣
向
で
あ
る
。
前
編
「
此
一
日
」
は
西
行

が
崇
徳
院
の
墓
を
詣
で
た
故
事
で
、
現
れ
た

崇
徳
院
の
怨
霊
と
問
答
す
る
話
で
あ
る
。
旅

の
僧
が
土
地
に
ま
つ
わ
る
霊
か
ら
身
の
上
話

を
聞
い
て
慰
霊
し
弔
う
の
は
夢
幻
能
の
基
本

で
、
秋
成
の
「
白
峯
」
も
そ
の
ス
タ
イ
ル
に

乗
せ
て
い
る
が
、
露
伴
は
さ
ら
に
徹
底
し
て
、

地
の
文
ま
で
謡
曲
調
、「
鴫
立
沢
の
夕
暮
れ

に
笻つ
え

を
停と
ゞ

め
て
一
人
嘆
き
…
」
と
い
っ
た
具

合
に
、
西
行
の
歌
を
幾
つ
も
地
の
文
に
折
り

込
む
と
い
う
凝
り
よ
う
で
あ
る
。
現
代
小
説

は
全
く
忘
れ
て
い
る
が
、
物
語
時
代
に
は
こ

う
し
た
文
章
自
体
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
一

つ
の
見
せ
所
で
あ
り
読
む
楽
し
み
で
も
あ
っ

た
。
露
伴
の
面
白
さ
や
実
力
は
こ
う
い
う
と

こ
ろ
に
も
あ
っ
た
の
だ
が
、
し
か
し
、
今
は

そ
れ
が
反
っ
て
彼
の
文
学
か
ら
人
々
を
遠
ざ

け
る
原
因
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
わ
け
だ
。

　

崇
徳
院
の
墓
の
前
で
、秋
成
の
西
行
は
「
金

剛
経
」
一
巻
を
供
養
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。

「
金
剛
般
若
波
羅
蜜
多
経
」
は
悪
魔
に
勝
っ

て
煩
悩
を
断
つ
功
徳
の
あ
る
経
だ
と
さ
れ
て

い
る
か
ら
、
こ
れ
は
ま
あ
常
識
的
な
配
置
で

あ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
露
伴
の
西
行
は
墓

〈
歌
・
小
説
・
日
本
語
〉㉒

露
伴
の
西
行

前
で
「
妙
法
蓮
華
経
提
婆
達
多
品
第
十
三
」

を
誦
称
し
て
い
る
が
、
言
う
な
ら
ば
こ
れ
が

こ
の
一
編
の
思
想
だ
。
提
婆
達
多
は
釈
迦
教

団
の
な
か
の
反
逆
者
、
裏
切
り
者
で
あ
る
。

東
洋
版
の
ユ
ダ
で
あ
り
、
メ
フ
ィ
ス
ト
フ
ェ

レ
ス
で
あ
る
。
崇
徳
院
は
悪
魔
に
身
を
委
ね

た
大
魔
王
で
あ
る
が
、
そ
の
彼
に
、「
仏
陀
は

智
な
り
、
朕わ
れ

は
情
な
り
」
と
露
伴
は
言
わ
せ

て
い
る
。
こ
の
知
と
情
の
対
決
は
結
局
勝
敗

は
決
せ
ず
、
最
後
は
幻
と
消
え
て
、
経
を
読

む
西
行
だ
け
が
残
さ
れ
て
終
っ
て
い
る
。
そ

れ
が
「
此
一
日
」
で
あ
る
。

　

後
編
「
彼
一
日
」
は
、
エ
ピ
ソ
ー
ド
自
体

は
説
話
集
『
選
集
抄
』
に
よ
っ
た
も
の
で
あ

ろ
う
が
、
西
野
春
雄
に
よ
れ
ば
や
は
り
古
い

能
に
『
初
瀬
西
行
』
が
あ
る
そ
う
だ
。
つ
い

で
に
記
し
て
お
く
と
、
能
に
は
西
行
自
身
が

シ
テ
、
主
役
に
な
っ
た
も
の
は
一
つ
も
な
い

そ
う
で
、
こ
の
こ
と
も
な
か
な
か
考
え
さ
せ

る
事
実
だ
。
露
伴
は
、
文
章
も
一
変
し
て
歌

舞
伎
の
世
話
物
調
に
仕
立
て
て
い
る
。
西
行

が
長
谷
寺
の
観
音
堂
に
夜
籠
り
を
し
て
い
る

と
、
熱
心
に
祈
り
を
さ
さ
げ
て
い
た
一
人
の

女
人
が
立
ち
去
ろ
う
と
す
る
。
そ
の
姿
に
感

動
し
た
西
行
が
歌
を
詠
み
か
け
る
と
、
そ
の

声
を
聴
い
た
女
人
が
身
を
投
げ
る
よ
う
に
寄

っ
て
き
た
。
か
つ
て
彼
が
棄
て
て
来
た
妻
だ

っ
た
の
だ
。
西
行
は
そ
こ
で
捨
て
て
き
た
家

族
の
そ
の
後
の
運
命
を
聞
く
こ
と
に
な
る
。

西
行
と
別
れ
て
間
も
な
く
妻
は
出
家
す
る
が
、

そ
の
と
き
、
例
の
縁
側
か
ら
蹴
落
と
し
て
き

た
、
六
歳
だ
っ
た
娘
は
養
女
と
し
て
叔
母
に

託
さ
れ
る
。
同
年
の
娘
の
い
た
叔
母
は
、
初

め
は
二
人
を
甲
乙
な
く
育
て
る
が
、
西
行
の

娘
の
方
が
明
ら
か
に
容
姿
も
知
能
も
優
れ
て

い
た
。
そ
し
て
十
六
歳
に
な
っ
た
時
、
右
大

臣
の
御
曹
司
に
見
初
め
ら
れ
る
。
す
る
と
叔

母
の
態
度
が
一
変
し
て
、
養
女
を
虐
待
す
る

よ
う
に
な
っ
た
。
自
分
の
本
当
の
娘
と
入
れ

替
え
さ
せ
た
い
た
め
で
あ
る
。
実
母
は
そ
れ

を
知
っ
て
「
魂た
ま
し
ひ魄
を
煎い

ら
る
る
思
」
い
を
す

る
が
出
家
の
身
と
し
て
ど
う
す
る
こ
と
も
で

き
な
い
と
、
涙
な
が
ら
に
訴
え
る
の
だ
。

　

さ
て
ど
う
な
る
か
。
西
行
も
い
よ
い
よ
追

い
詰
め
ら
れ
た
。
露
伴
も
な
か
な
か
や
る
な

あ
と
読
む
こ
と
に
な
る
が
、
展
開
は
次
の
よ

う
に
な
る
。

　

訴
え
を
聞
い
た
西
行
は
静
か
に
言
う
。
実

は
五
日
前
、
自
分
は
娘
に
会
っ
て
き
た
。
そ

し
て
出
家
を
勧
め
る
と
彼
女
も
得
心
し
て
、

喜
ん
で
父
上
の
御
後
に
従
わ
ん
と
言
い
、
そ

の
場
で
髪
を
切
っ
て
き
た
の
だ
、
と
い
う
の

で
あ
る
。

　

何
だ
そ
ん
な
手
が
あ
っ
た
か
と
、
肩
透
か

し
、
期
待
外
れ
、
現
代
で
は
笑
い
話
に
も
な

ら
な
い
展
開
だ
が
、
こ
れ
が
露
伴
時
代
の
限

界
で
あ
り
、
ま
た
特
権
で
あ
っ
た
か
も
し
れ

な
い
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
露
伴
が
引
い
て
い

る
西
行
の
歌
は
た
だ
一
首
、
結
末
近
く
の
地

の
文
に
折
り
込
ま
れ
た
、「
世
を
捨
つ
る
人
は

ま
こ
と
に
捨
つ
る
か
は
捨
て
ぬ
人
こ
そ
捨
つ

る
な
り
け
れ
」
で
あ
る
。
な
か
な
か
痛
烈
な

一
撃
だ
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。
恰
好
良
く
世

を
捨
て
た
西
行
の
身
近
な
と
こ
ろ
に
、
こ
ん

な
ふ
う
に
世
を
捨
て
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
人
、

世
か
ら
捨
て
ら
れ
た
人
も
い
る
、
そ
れ
が
現

実
の
、
本
当
の
「
世
を
捨
て
る
」
実
態
だ
と

い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
ち
な
み
に
、
こ
の

「
彼
一
日
」
の
冒
頭
は
、「
頼
み
難
き
は
我
が

心
な
り
、
事
あ
れ
ば
忽
た
ち
ま
ちに
移
り
、
事
無
き

も
ま
た
動
か
ん
と
す
と
」
と
書
き
出
さ
れ
て

い
る
。
少
し
飛
躍
す
る
が
、
前
編
後
編
併
せ

て
、
人
間
は
意
識
一
枚
は
が
し
て
み
れ
ば
、

そ
の
下
に
は
、
こ
ん
な
ふ
う
に
地
獄
を
抱
え

て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。


