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こ
の
小
講
義
は
雑
誌
ホ
ト
ト
ギ
ス
紙
上
（
大
正
二
年
五
月
号
以
下
）
に
「
六
ヶ
月
間
俳
句
講
義
」
と
し
て

連
載
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
一
篇
の
主
旨
が
俳
句
と
は
ど
ん
な
も
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
説
明
す
る
に

あ
る
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
今
一
冊
子
に
ま
と
め
る
に
当
た
っ
て
、
そ
の
通
り
に
標
題
を
改
め
ま
し
た
。
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緒
言

　
近
頃
初
め
て
俳
句
を
作
ろ
う
と
思
う
の
だ
が
ど
う
い
う
ふ
う
に
作
っ
た
ら
よ
か
ろ
う
か
、
と
か
、
こ
れ

か
ら
俳
句
に
指
を
染
め
て
み
た
い
と
思
う
の
だ
が
ど
ん
な
ふ
う
に
学
ん
だ
ら
よ
い
の
か
、
と
か
、
そ
の
他

こ
れ
に
類
し
た
質
問
を
受
け
る
こ
と
が
多
う
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
と
に
、
ず
っ
と
程
度
を
低
く
し
た
小
学
生

に
教
え
る
く
ら
い
の
程
度
の
俳
話
を
し
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
よ
う
な
注
文
を
な
さ
る
方
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
俳
句
講
義
は
今
度
そ
れ
ら
の
要
求
に
応
ぜ
ん
が
た
め
に
思
い
立
っ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
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第
一
章
　
総
論

　
こ
の
事
で
は
ま
だ
俳
句
と
い
う
も
の
を
少
し
も
知
ら
ぬ
人
の
た
め
に
、
概
念
だ
け
を
与
え
る
の
を
目
的

と
し
て
の
べ
ま
す
。
元
来
こ
の
講
義
は
初
心
の
人
に
俳
句
の
概
念
を
与
え
る
の
を
目
的
と
す
る
の
で
は
あ

り
ま
す
が
、
こ
の
総
論
に
お
い
て
は
さ
ら
に
そ
れ
を
小
規
模
に
し
て
、
手
っ
と
り
早
く
、
俳
句
と
い
う
も

の
に
多
少
の
親
し
み
を
つ
け
る
だ
け
の
こ
と
を
目
的
と
し
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
同
じ
く
初
心
と
い
う
う
ち
で

も
一
、
二
冊
俳
書
を
読
ん
だ
こ
と
が
あ
る
と
か
、
二
、
三
句
作
っ
て
み
た
こ
と
が
あ
る
と
か
い
う
人
に
は

あ
ま
り
わ
か
り
き
っ
た
お
話
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ら
の
人
は
第
二
章
か
ら
読
ん

で
下
さ
っ
て
よ
い
の
で
あ
り
ま
す
。

　
そ
れ
ゆ
え
こ
の
一
章
を
読
ん
で
か
ら
、
今
ま
で
は
ま
っ
た
く
没
交
渉
で
あ
っ
た
俳
句
と
い
う
も
の
に
ど

こ
や
ら
一
つ
の
暖
か
み
を
覚
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と
お
感
じ
に
な
る
な
ら
ば
、
そ
れ
だ
け
で
も
う
十
分
こ

の
章
の
目
的
は
達
せ
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。
い
よ
い
よ
諸
君
が
俳
句
を
作
ら
れ
る
た
め
の

手
引
と
し
て
は
第
二
章
以
下
に
の
べ
る
こ
と
に
い
た
し
ま
す
。

　
さ
て
俳
句
（
発
句
）
と
い
う
も
の
は
ど
ん
な
も
の
で
し
ょ
う
。
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そ
れ
に
つ
い
て
私
は
ま
ず
自
分
が
ま
っ
た
く
俳
句
と
い
う
も
の
を
知
ら
な
か
っ
た
幼
い
時
の
記
憶
を
呼

び
起
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
私
の
父
や
母
は
好
ん
で
三
十
一
文
字
を
並
べ
て
お
り
ま
し
た
。
父
の
写

本
に
は
歌
の
本
が
多
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
来
生
以
前
か
ら
耳
に
慣
ら
さ
れ
て
い
た
謡
曲
の
中
に
も
歌
は
た

く
さ
ん
織
り
こ
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
母
が
私
に
し
て
聞
か
す
お  

伽    

噺  

と
ぎ
ば
な
し

の
中
に
も
歌
は
よ
く
引
合
に
で

ま
し
た
。
そ
の
う
ち
に
は
七
つ
八
つ
の
子
供
が
歌
を
読
み
合
っ
て
問
答
す
る
よ
う
な
話
も
あ
り
ま
し
た
。

　
そ
れ
は
一
人
の
子
供
が
日
暮
に
な
っ
て
ほ
か
の
子
供
を
誘
い
に
行
く
と
、
も
う
そ
の
戸
が
締
ま
っ
て
い

て
開
か
な
い
。
そ
こ
で
「
と
ん
と
ん
と
叩たた
く
妻
戸
を
開
け
も
せ
ず
…
…
」
と
い
う
歌
を
読
ん
で
な
じ
る
と
、

中
の
子
供
は
ま
た
「
…
…
母
の
添
乳
そ
え
ぢ
に
…
…
」
ど
う
と
か
こ
う
と
か
い
う
歌
を
読
ん
で
返
報
を
す
る
と
い

う
よ
う
な
話
で
あ
り
ま
し
た
。

　
そ
ん
な
わ
け
で
和
歌
は
生
ま
れ
落
ち
て
か
ら
私
に
と
っ
て
親
し
い
も
の
で
あ
り
ま
し
た
が
、
発
句
に
つ

い
て
は
十
三
、
四
ご
ろ
ま
で
た
だ
一
言
の
話
を
聞
い
た
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
初
め
て
聞
い
た
俳

人
の
名
は
加か
賀が
の
千ち
代よ
と
い
う
名
前
で
そ
の
句
は
、

　
　
朝
顔
に
釣
瓶
取
ら
れ
て
貰
ひ
水
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と
い
う
句
で
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
も
母
か
ら
聞
い
た
か
と
記
憶
し
て
い
ま
す
が
、
母
は
こ
の
句
を
優
し
い

句
だ
と
い
っ
て
激
賞
し
た
よ
う
に
覚
え
て
い
ま
す
。
そ
の
の
ち
近
所
の
友
人
の
う
ち
で
私
が
歌
を
作
ろ
う

と
い
う
と
友
人
は
発
句
を
作
ろ
う
と
主
張
し
ま
し
た
。
そ
の
時
友
人
の
お
母
さ
ん
も
発
句
を
作
る
と
い
っ

て
思
案
す
る
よ
う
な
顔
を
し
て
い
ら
れ
ま
し
た
が
、
や
が
て
こ
う
い
う
句
を
示
さ
れ
ま
し
た
。

　
　
朝
顔
の
蕾
は
坊
の
チ
ン
チ
哉

　
こ
の
句
を
聞
か
さ
れ
た
時
私
は
馬
鹿
に
さ
れ
た
よ
う
な
気
持
が
し
て
、
そ
の
友
人
の
お
母
さ
ん
の
不
真

面
目
な
の
が
癪
し
ゃ
くに
さ
わ
り
ま
し
た
。
と
同
時
に
、
「
い
く
ら
発
句
は
品
の
悪
い
も
の
で
も
ま
さ
か
そ
ん
な

も
の
で
は
あ
る
ま
い
」
と
そ
の
句
を 
軽  
蔑 

け
い
べ
つ

し
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
ま
た
二
、
三
年
た
っ
て
他
の
あ
る
友

人
の
う
ち
で
其
角
き
か
く
と
い
う 

俳  

諧 

は
い
か
い

師
の
名
前
を
聞
か
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
人
か
ら
、

　
　
我
も
の
と
思
へ
ば
軽
し
傘
の
雪
　
　
其
角

と
い
う
の
が
名
句
だ
と
し
て
紹
介
さ
れ
、
私
も
ま
た
興
味
あ
る
句
と
し
て
そ
れ
を
受
け
取
っ
た
こ
と
を
記
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憶
し
て
い
ま
す
。

　
も
し
そ
の
頃
の
私
に
向
か
っ
て
、
俳
句
と
は
ど
ん
な
も
の
か
、
と
い
う
よ
う
な
疑
問
を
提
出
す
る
人
が

あ
り
ま
し
た
ら
私
は
何
と
答
え
ま
し
た
で
し
ょ
う
。

　
俳
句
と
は
、
朝
顔
に
釣
瓶
取
ら
れ
て
貰
ひ
水
、
我
も
の
と
思
へ
ば
軽
し
傘
の
雪
と
い
う
よ
う
な
も
の
で

あ
り
ま
す
。
（
１
）

と
そ
う
答
え
る
よ
り
ほ
か
に
し
か
た
が
な
か
っ
た
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
ま
た
俳
人
は
と
問
わ
れ
ま
し
た
ら
、

　
加
賀
の
千
代
、
其
角
の
二
人
（
２
）

と
答
え
る
以
外
に
何
の
知
識
も
持
た
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
が
、
も
し
そ
の
質
問
者
が
俳
句

は
何
字
あ
れ
ば
よ
ろ
し
い
の
で
す
か
、
と
聞
い
た
ら
私
は
何
と
答
え
ま
し
た
で
し
ょ
う
。
か
の
近
所
の
友

人
や
友
人
の
お
母
さ
ん
と
初
め
て
俳
句
と
い
う
も
の
を
作
っ
た
と
き
に
も
、
私
は
指
を
折
っ
て
十
七
字
に

す
る
こ
と
だ
け
は
忘
れ
な
か
っ
た
の
で
す
か
ら
、
私
は
即
座
に
、

　
十
七
字
で
す
。
（
３
）

と
答
え
る
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　
以
上
の
答
え
の
う
ち
、
（
１
）
も
（
２
）
も
不
完
全
な
答
え
で
あ
り
ま
す
が
（
３
）
だ
け
は
俳
句
の
存

在
す
る
限
り
動
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
明
確
な
正
当
な
答
え
で
あ
り
ま
す
。
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一
　
俳
句
は
十
七
字
の
文
学
で
あ
り
ま
す

　
私
は
十
七
、
八
歳
の
こ
ろ
は
じ
め
て
俳
句
と
い
う
も
の
を
学
ん
で
み
る
気
に
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
し
た
。

そ
れ
は
ほ
か
で
も
あ
り
ま
せ
ん
、
一
に
子し
規き
居こ
士じ
の
刺
激
を
受
け
た
が
た
め
で
あ
り
ま
す
。
が
、
そ
の
と

き
で
す
ら
な
お
和
歌
と
俳
句
と
を
較くら
べ
ま
す
と  

堂  

上  

人  

ど
う
じ
ょ
う
び
と

と
町
人
の
よ
う
な
区
別
が
あ
っ
て
和
歌
は
優

に
や
さ
し
き
も
の
、
俳
句
は
下げ
卑び
た
賤いや
し
き
も
の
と
そ
う
考
え
て
お
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
俳
句
を
学
ぶ
と

い
う
の
も
別
に
俳
句
を
尊
敬
し
て
と
い
う
で
は
な
く
、
私
の
想
像
す
る
新
文
学
　
　
そ
の
こ
ろ
の
新
文
学

と
い
う
と
申
す
ま
で
も
な
く
尾 
崎 
紅 
葉 

お
ざ
き
こ
う
よ
う

、
幸
田
露
伴

こ
う
だ
ろ
は
ん
の
崛
起
く
っ
き
し
た
時
代
で
、
二
氏
を
始
め 

美  

妙 

び
み
ょ
う

、
鴎お

   

外 

う
が
い
、
村
上 

浪  

六 

な
み
ろ
く

等
の
文
学
を
い
う
の
で
あ
り
ま
す
　
　
に
追
随
す
る
た
め
に
は
ま
ず
西
鶴
を
学
ぶ
必

要
が
あ
り
、
西
鶴
を
学
ぶ
た
め
に
は
ぜ
ひ
と
も
俳
句
を
学
ん
で
お
く
必
要
が
あ
る
と
い
う
説
に
従
っ
た
の

に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
り
ま
し
た
。

　
が
、
そ
の
後
子
規
居
士
か
ら
若
干
の
俳
書
を
借
り
て
読
ん
で
み
た
り
、
俳
句
の
歴
史
を
聞
き
齧かじ
っ
た
り

し
て
み
ま
す
と
、
俳
句
と
は
ど
ん
な
も
の
か
、
と
い
う
質
問
に
対
す
る
私
の
答
え
は
少
し
ず
つ
変
化
を
起

こ
し
て
こ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
俳
句
と
い
う
も
の
は
、
朝
顔
に
釣
瓶
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取
ら
れ
て
、
と
い
う
句
や
、
我
も
の
と
思
へ
ば
軽
し
、
と
い
う
よ
う
な
句
の
ほ
か
に
な
お
い
ろ
い
ろ
の
句

の
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
ま
ず
そ
の
一
例
を
挙
げ
て
み
ま
す
と
、

　
　
鶏
の
声
も
聞
こ
ゆ
る
山
桜
　
　
凡
兆

　
　
湖
の
水
ま
さ
り
け
り 

五 

月 

雨 

さ
つ
き
あ
め

　
　
去
来

　
　
荒
海
や
佐
渡
に
横
た
う
天
の
川
　
　
芭
蕉

　
　
舟
人
に
ぬ
か
れ
て
乗
り
し
時
雨
か
な
　
　
尚
白

こ
ん
な
よ
う
な
句
に  

逢    

着  

ほ
う
ち
ゃ
く

し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
て
こ
れ
ら
は
「
釣
瓶
取
ら
れ
て
」
の
句
や

「
我
も
の
と
」
の
句
な
ど
と
く
ら
べ
て
大
変
趣
の
違
う
こ
と
を
そ
の
時
分
の
幼
い
心
に
も
了
解
す
る
こ
と

が
で
き
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
け
れ
ど
も
そ
れ
は
決
し
て
こ
れ
ら
の
句
に
感
心
し
た
と
い
う
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
時
分

の
心
持
を
振
り
返
っ
て
み
ま
す
と
、
俳
句
と
は
こ
ん
な
も
の
だ
と
あ
ら
か
た
決
め
て
か
か
っ
て
い
た
も
の

が
、
た
ち
ま
ち
ま
た
壊
れ
て
し
ま
っ
て
、
ち
ょ
っ
と
捕
ま
え
所
が
な
く
な
っ
た
、
と
い
う
よ
う
な
頼
り
な

い
心
持
で
あ
っ
た
よ
う
に
記
憶
し
ま
す
。
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そ
れ
は
何
故
か
と
申
し
ま
す
と
、
「
釣
瓶
取
ら
れ
て
貰
ひ
水
」
と
い
う
よ
う
な
句
は
よ
く
人
情
が
写
し

て
あ
り
ま
す
。
人
情
と
申
し
ま
し
て
も
婦
女
子
に
も
よ
く
判わか
る
よ
う
な
優
し
味
が
現
れ
て
い
る
の
で
あ
り

ま
す
。
朝
起
き
て
み
る
と
一
夜
の
間
に
朝
顔
の
蔓つる
が
延
び
て
釣
瓶
に
巻
き
つ
い
て
お
っ
た
、
そ
れ
を
離
さ

せ
る
の
も
可
哀
相
だ
か
ら
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
い
て
自
分
の
隣
の
家
で
貰
い
水
を
す
る
と
、
こ
う
い
う
う

ち
に
朝
顔
を 
愛  
憐 
あ
い
れ
ん

す
る
心
持
が
強
く
読
者
の
心
に
響
き
ま
す
。
そ
の
点
が
当
時
こ
の
句
を
天
下
に
有
名

な
ら
し
め
た
ゆ
え
ん
で
、
そ
の
感
傷
的
な
と
こ
ろ
に
は
極
め
て
強
い
色
が
現
れ
て
お
り
ま
す
。
次
に
ま
た

「
我
も
の
と
」
の
句
は
人
情
本
の
中
に
引
用
さ
れ
た
り
端
唄
は
う
た
に
読
み
こ
ま
れ
た
り
し
た
が
た
め
に
特
に
有

名
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
が
、
か
く
人
情
本
に
引
用
さ
れ
た
り
端
唄
に
読
み
こ
ま
れ
た
り
す
る
と
い
う
の

が  

畢    

竟  

ひ
っ
き
ょ
う

こ
の
句
の
性
質
に
よ
る
の
で
、
や
は
り
婦
女
子
に
も
判
る
、
優
し
み
の
あ
る
人
情
的
な
と
こ

ろ
が
そ
の
生
命
に
な
っ
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
　
　
其
角
の
原
句
は
、
「
我
雪
と
思
へ
ば
軽
し
傘
の
上
」

と
い
う
の
で
す
が
そ
れ
を
後
人
が
か
く
改
作
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
改
作
さ
れ
た
句
の
方
が
一
層
通
俗
的

に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
と
こ
ろ
が
そ
れ
ら
の
句
を
見
て
、
俳
句
と
は
大
方
こ
ん
な
も
の
だ
、
と
見
当
を
つ
け
て
い
た
も
の
が
、

前
掲
の  

凡    

兆  

ぼ
ん
ち
ょ
う

以
下
の
句
の
ご
と
き
に
接
す
る
と
ち
ょ
っ
と
面
喰
め
ん
く
ら
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
り

ま
す
。
何
故
か
と
い
う
と
そ
れ
ら
の
句
に
は
少
し
も
人
情
的
な
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
せ
ん
。
心
を
そ
そ
る
よ

12俳句とはどんなものか



う
な
優
し
味
と
い
う
も
の
は
少
し
も
見
出
み
い
だ
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
先
代
の
古 

今 

亭

こ
こ
ん
て
い
い

今
輔  
ま
す
け

と
い
っ
た
落
語
家
は
高
座
に
あ
っ
て
「
我
も
の
」
の
端
唄
を
唄
う
前
に
、
い
つ
も
「
我
も
の
と
思

え
ば
軽
し
傘
の
雪
」
と
二
度
ば
か
り
口
吟
し
て
み
て
、
「
ど
う
も
俳
諧
師
は
優
し
い
う
ま
い
こ
と
を
言
っ

た
も
の
で
げ
す
」
と
感
服
す
る
の
が
常
で
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
う
い
う
よ
う
な
優
し
味
を
前
掲
の
四
句
の

中
か
ら
は
少
し
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
そ
こ
で
俳
句
と
は
ど
ん
な
も
の
か
、
と
い
う
質
問
に
対
し
て
、
に
わ
か
に
「
釣
瓶
取
ら
れ
て
」
と
か

「
我
も
の
と
」
と
か
い
う
句
を
例
証
に
出
し
て
こ
ん
な
も
の
で
す
と
答
え
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
の

で
あ
り
ま
す
。

　
前
に
挙
げ
た
、
「
俳
句
は
十
七
字
の
文
学
な
り
」
と
い
う
一
項
だ
け
は
動
か
す
こ
と
の
で
き
ぬ
的
確
な

答
え
で
あ
り
ま
し
た
が
、
し
か
も
そ
れ
は
た
だ
形
式
に
つ
い
て
の
答
え
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
こ
に
さ
ら
に
提
出
し
た
俳
句
と
は
ど
ん
な
も
の
か
、
と
い
う
質
問
に
対
し
て
は
そ
の
内
容
に
つ
い
て
の

答
え
を
要
望
せ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

「
釣
瓶
取
ら
れ
て
」
の
句
や
「
我
も
の
と
」
の
句
な
ど
か
ら
は

　
俳
句
は
優
し
い
人
情
を
歌
う
も
の
で
す
。
（
４
）

と
た
だ
ち
に
答
え
得
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
が
独
り
こ
の
二
句
か
ら
得
た
感
じ
だ
け
を
も
っ
て
答
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え
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
と
、
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
句
　
　
一
例
と
し
て
挙
げ
た
前
掲
の
四
句
　

　
に
つ
い
て
い
ま
少
し
く
内
容
を
吟
味
し
て
か
か
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
が
、
そ
の
内
容
を
吟
味
に
か
か
る
前
に
、
私
は
前
に
俳
人
は
と
問
わ
れ
た
場
合
、
加
賀
の
千
代
、
其
角

の
二
人
ほ
か
答
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
今
は
、
少
な
く
と
も
、
凡
兆
、
去
来
、

芭
蕉
、  

尚    
白  

し
ょ
う
は
く

等
の
名
前
を
挙
げ
得
る
の
で
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、

　
俳
人
に
は
加
賀
の
千
代
、
其
角
、
凡
兆
、
去
来
、
芭
蕉
、
尚
白
等
が
あ
り
ま
す
。
（
５
）

と
答
え
得
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
な
お
こ
の
つ
い
で
に
私
は
一
歩
を
進
め
て
こ
う
い
う
こ
と

を
申
し
上
げ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
５
）
の
よ
う
に
た
だ
俳
人
の
名
前
を
並
べ
た
だ
け
で
は
誰
が
古
く
て
誰
が
新
し
い
の
か
、
誰
が
え
ら
く

て
誰
が
え
ら
く
な
い
の
か
そ
れ
が
判
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
実
こ
の
中
で
一
番
偉
い
の
は
芭
蕉

で
あ
り
ま
し
て
、

　
芭
蕉
は
真
宗
で
い
え
ば 

親  

鸞  

聖  

人 

し
ん
ら
ん
し
ょ
う
に
ん
、 

日  
蓮 

に
ち
れ
ん

宗
で
い
え
ば
日
蓮
上
人
（
６
）

と
い
っ
た
よ
う
に
俳
句
界
の
お
祖
師
様
と
し
て
尊
崇
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
人
で
、
ま
た
実
際
今
日
の
俳

句
と
い
う
も
の
は
芭
蕉
の
力
で
作
り
上
げ
ら
れ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
の
で
あ
り
ま
す
。
前
掲
の
其
角
、
凡

兆
、
去
来
、
尚
白
の
四
人
は
芭
蕉
の
主
な
弟
子
で
芭
蕉
と
と
も
に
い
ず
れ
も 

元  

禄 

げ
ん
ろ
く

時
代
、
す
な
わ
ち
今
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か
ら
い
う
と
二
百
余
年
前
の
人
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
独
り
加
賀
の
千
代
だ
け
は
ず
っ
と
後
世
で

今
か
ら
百
年
あ
ま
り
前
の
人
で
あ
り
ま
す
。
芭
蕉
時
代
に
あ
っ
て
は
右
の
四
人
の
弟
子
の
ほ
か
に
ま
だ
た

く
さ
ん
の
立
派
な
弟
子
が
お
り
、
そ
の
後
に
な
っ
て
も
加
賀
の
千
代
よ
り
少
し
遅
れ
て
ま
だ
立
派
な
俳
人

が
た
く
さ
ん
お
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
ら
の
人
名
を
こ
こ
に
臚
列
ろ
れ
つ
し
た
と
こ
ろ
で
混
雑
を
ま
ね
く
ば

か
り
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
れ
ら
は
一
切
後
に
な
っ
て
項
を
改
め
て
お
話
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
す
。
な

お
右
の
う
ち
加
賀
の
千
代
は
女
の
俳
人
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
と
前
言
っ
た
よ
う
な
人
情
的
の
句
を
作
っ

た
と
い
う
こ
と
の
た
め
に
、
一
時
世
間
に 

喧  

伝 

け
ん
で
ん

せ
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
世
間
に
は
私
同
様
、
も

っ
と
も
通
俗
的
な
千
代
の
句
に
よ
っ
て
初
め
て
俳
句
と
い
う
も
の
に
接
し
た
人
も
少
な
く
な
か
ろ
う
と
思

い
ま
す
。

　
そ
こ
で
余
事
は
さ
て
お
き
こ
こ
に
は
ま
ず
こ
う
い
う
断
案
だ
け
を
下
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

　
　
二
　
俳
句
と
は
芭
蕉
に
よ
っ
て
作
り
上
げ
ら
れ
た
文
学
で
あ
り
ま
す

　
さ
て
い
よ
い
よ
俳
句
の
内
容
の
吟
味
に
取
り
か
か
っ
て
み
よ
う
と
思
い
ま
す
。

　
内
容
の
吟
味
な
ど
と
い
う
と
大
分
難
し
い
よ
う
で
す
が
、
平
た
く
い
え
ば
、
俳
句
に
は
ど
ん
な
こ
と
が
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読
ま
れ
て
い
る
か
、
ま
た
俳
句
と
は
ど
ん
な
こ
と
を
読
ん
だ
ら
い
い
も
の
な
の
か
と
い
う
ぐ
ら
い
の
こ
と

に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
以
上
の
（
一
）
と
（
二
）
と
に
よ
っ
て
俳
句
は
「
芭
蕉
と
い
う
二
百
年
前

の
人
に
よ
っ
て
作
り
上
げ
ら
れ
た
」
、
「
十
七
字
の
文
学
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
だ
け
は
判
り
ま
し
た
が
、

さ
て
ど
ん
な
こ
と
を
読
ん
だ
ら
い
い
か
が
判
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
前
掲
の
四
句
か
ら
吟
味
し
て
み
よ
う
と

い
う
の
で
あ
り
ま
す
。

「
釣
瓶
取
ら
れ
て
」
の
句
や
、
「
我
も
の
と
」
の
句
や
は
俳
句
と
い
う
も
の
を
ま
っ
た
く
知
ら
な
い
人
に

話
し
て
も
す
ぐ
面
白
味
が
判
り
ま
す
が
、
前
掲
の
四
句
に
な
る
と
多
少
俳
句
と
い
う
も
の
に
慣
ら
さ
れ
た

人
で
な
い
と
容
易
に
判
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
独
り
面
白
味
が
判
ら
ぬ
ば
か
り
で
な
く
、
全
体
何
を
言

っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
さ
え
判
ら
な
い
か
も
知
れ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
現
に
初
め
て
俳
句
を
学
び
始
め

た
時
分
の
私
は
ま
っ
た
く
そ
の
状
態
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
今
日
の
私
が
そ
の
時
分
の
私
に

説
明
し
て
聞
か
す
よ
う
な
つ
も
り
で
、
ま
ず
句
の
意
味
か
ら
解
釈
し
て
か
か
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　
　
鶏
の
声
も
聞
こ
ゆ
る
山
桜
　
　
凡
兆

　
こ
の
句
は
人
里
遠
い
山
に
花
見
に
行
っ
た
時
の
句
で
あ
り
ま
し
て
　
　
山
桜
と
い
う
と
桜
の
あ
る
種
類
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の
名
前
だ
と
解
釈
す
る
人
が
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ぬ
が
、
俳
句
で
山
桜
と
言
い
ま
す
と
、
た
い
が
い
山
に

あ
る
桜
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
　
　
句
意
は
そ
の
淋さび
し
い
人
里
離
れ
た
山
に
行
っ
て
花
見
を
し
て
い

る
と
、
こ
の
辺
に
は
人
家
が
な
い
と
考
え
て
い
た
に
か
か
わ
ら
ず
鶏
の
声
が
聞
こ
え
る
、
さ
て
は
ど
こ
か

に
人
家
が
あ
る
と
み
え
る
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。

　
次
に

　
　
湖
の
水
ま
さ
り
け
り
五
月
雨
　
　
去
来

こ
の
句
は
五
月
雨
が
小お
止や
み
も
な
く
降
り
続
く
の
で
、
あ
る
日
琵び
琶わ
湖こ
に
行
っ
て
み
る
と
、
あ
の
周
囲
七

十
余
里
と
い
わ
れ
て
お
る
海
に
等
し
い
琵
琶
湖
で
さ
え 

水  

嵩 

み
ず
か
さ

が
増
し
て
お
る
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。

　
次
に

　
　
荒
海
や
佐
渡
に
横
た
う
天
の
川
　
　
芭
蕉

　
北
海
は
荒
海
で
あ
り
ま
す
が
、
あ
る
年
の
秋
芭
蕉
は
そ
の
荒
海
の
ほ
と
り
の
あ
る
町
に
お
り
ま
し
た
。
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夜
に
な
っ
て
大
空
を
見
渡
し
ま
す
と
、
そ
の
晴
れ
渡
っ
た
秋
の
空
に
天
の
川
が
か
か
っ
て
遠
く
沖
に
あ
る

佐
渡
が
島
の
方
に
流
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
こ
を
と
っ
て
芭
蕉
は
こ
の
句
に
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
次
に

　
　
舟
人
に
ぬ
か
れ
て
乗
り
し
時
雨
か
な
　
　
尚
白

ど
こ
と
い
う
こ
と
は
別
に
明
白
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
仮
に
近
江
お
う
み
の
矢
走
や
ば
せ
の
渡
わ
た
しと
で
も
し
ま
し
ょ
う
か
。

ど
こ
か
降
り
そ
う
な
空
合
で
も
あ
り
ま
し
た
が
、
ま
た
明
る
く
な
っ
て
持
ち
な
お
す
ら
し
い
模
様
で
あ
り

ま
し
た
。
船
頭
に
聞
い
て
み
ま
す
と
、
「
な
あ
に
大
丈
夫
だ
。
」
と
か
何
と
か
平
気
で
答
え
ま
す
。
そ
れ

な
ら
ば
と
い
う
こ
と
で
渡
舟
に
乗
っ
て
湖
の
半
辺
ま
で
漕こ
ぎ
出
し
ま
す
と
俄にわ
か
に
ま
た
空
模
様
が
変
わ
っ

て
ざ
あ
と
時
雨
し
ぐ
れ
が
降
っ
て
き
た
。
こ
ん
な
こ
と
な
ら
こ
の
渡
は
渡
ら
ず
に
少
々
遠
く
と
も
瀬
田
廻

せ
た
ま
わ

り
を
す

る
の
で
あ
っ
た
の
に
。
船
頭
に
だ
ま
さ
れ
て
つ
い
船
に
乗
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
こ
う
い
う
意
味
で
あ
り
ま

す
。

　
さ
て
か
く
解
釈
し
て
み
ま
す
と
、
そ
れ
で
各
々
の
句
の
意
味
だ
け
は
無
造
作
に
判
っ
た
こ
と
に
な
り
ま

す
が
、
初
め
て
俳
句
に
接
し
た
も
の
に
あ
っ
て
は
同
時
に
一
つ
の
大
き
な
疑
問
が
起
こ
ら
な
け
れ
ば
な
り
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ま
せ
ん
。
と
い
う
の
は
、
た
と
え
ば
第
一
の
句
に
つ
い
て
い
う
と
、
「
鶏
の
声
も
聞
こ
ゆ
る
」
と
い
う
十

二
字
と
「
山
桜
」
と
い
う
下
の
五
字
と
の
間
に
何
の
連
絡
も
な
い
の
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
解
の
ご
と
く
、

「
山
に
行
っ
て
花
見
を
し
て
い
る
」
と
か
、
「
こ
の
辺
に
は
人
家
が
な
い
と
考
え
て
い
た
に
か
か
わ
ら
ず
」

と
か
、
「
さ
て
は
ど
こ
か
に
人
家
が
あ
る
と
み
え
る
」
と
か
い
う
よ
う
な
解
釈
を
産
み
出
し
得
る
と
い
う

こ
と
は
不
可
思
議
の
こ
と
と
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
他
の
三
句
に
あ
っ
て
も
同
様
で
あ
り
ま
す
。

　
が
、
し
か
し
少
し
俳
句
に
慣
れ
て
く
る
と
、
か
く
の
如
き
は
む
し
ろ
俳
句
と
し
て
は
普
通
の
こ
と
で
あ

っ
て
、
そ
れ
を
わ
ざ
わ
ざ
怪
し
む
の
が
か
え
っ
て
不
思
議
な
く
ら
い
に
思
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
す

な
わ
ち
、
第
一
句
の
場
合
に
あ
っ
て
も
「
山
桜
」
と
い
う
文
字
が
与
え
る
概
念
と
、
「
鶏
の
声
も
聞
こ
ゆ

る
」
と
い
う
言
葉
が
与
え
る
概
念
と
が
結
び
つ
い
て
、
そ
の
間
に
で
き
る
だ
け
の
多
く
の
連
想
を
生
ん
で

前
解
の
ご
と
き
意
味
を
人
に
伝
え
得
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。
も
し
こ
れ
が
俳
句
で
な
く
て
た
だ

の
文
章
の
一
節
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
「
…
…
鶏
の
声
も
聞
こ
ゆ
る
山
桜
…
…
」
と
読
ん
で
行
っ
た
場
合
に
、

全
体
そ
れ
は
何
を
表
わ
し
た
の
か
、
主
格
も
な
く
、
目
的
格
も
な
く
、
何
が
ど
う
し
て
鶏
の
声
も
聞
こ
ゆ

る
と
い
う
の
か
、
ま
た
山
桜
が
ど
う
し
た
と
い
う
の
か
皆
目
不
可
解
の
文
字
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
あ
り
ま
す
。

　
そ
こ
で
こ
う
い
う
こ
と
を
了
解
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
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俳
句
を
解
釈
す
る
場
合
に
は
、
散
文
の
一
節
を
み
る
の
と
は
違
っ
た
用
意
を
必
要
と
し
ま
す
。
（
７
）

　
す
な
わ
ち
、
散
文
で
あ
る
と
な
る
べ
く
文
字
を
十
分
に
使
用
し
て
意
味
連
絡
を
は
か
る
よ
う
に
な
っ
て

お
り
ま
す
が
、
俳
句
の
場
合
に
合
っ
て
は
で
き
る
だ
け
簡
潔
な
文
字
が
使
用
さ
れ
て
、
多
く
の
意
味
は
連

想
に
待
つ
よ
う
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　
こ
の
俳
句
の
叙
法
に
つ
き
ま
し
て
は
別
に
お
話
し
す
る
考
え
で
お
り
ま
す
か
ら
、
こ
こ
に
は
こ
れ
だ
け

で
端
折
り
ま
し
て
、
さ
て
、
解
釈
し
来
っ
た
四
句
の
ご
と
き
全
体
何
を
表
し
て
い
る
と
い
っ
た
ら
い
い
の

で
し
ょ
う
か
、
す
な
わ
ち
こ
れ
ら
の
句
の
面
白
味
は
ど
う
い
う
所
に
存
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
、
俳
句

内
容
の
吟
味
と
い
う
こ
と
が
こ
の
一
節
の
本
来
の
目
的
で
あ
っ
た
の
で
す
か
ら
、
た
だ
ち
に
そ
こ
に
踏
み

こ
ん
で
ゆ
こ
う
と
思
い
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
句
は
「
釣
瓶
取
ら
れ
て
」
や
「
我
も
の
と
」
の
句
の
よ
う
に
人
情
を
う
た
っ
た
も
の
で
は
な

く
、
景
色
も
し
く
は
事
実
を
描
い
た
句
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
も
っ
と
も
厳
密
に
い
え
ば

こ
れ
ら
の
句
の
う
ち
に
も
情
は
あ
り
ま
す
。
ま
た
「
釣
瓶
取
ら
れ
て
」
等
の
句
の
う
ち
に
も
景
は
あ
り
ま

す
。
が
そ
の
重
き
を
な
し
て
い
る
点
が
違
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
「
釣
瓶
取
ら
れ
て
」
等
の
句
は
そ
の

釣
瓶
取
ら
れ
て
貰
ひ
水
、
と
い
っ
た
よ
う
な
と
こ
ろ
に
女
子
供
を
あ
っ
と
感
ぜ
し
め
る
力
強
い
情
の
現
れ

が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
ら
の
句
に
は
そ
れ
が
あ
り
ま
せ
ん
。
余
情
と
し
て
は
閑
寂
な
境
地
を
愛
好
す
る
心
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持
だ
と
か
、
大
景
に
憧
憬
す
る
心
持
だ
と
か
、
も
し
く
は 

洒  

脱 

し
ゃ
だ
つ

な
心
持
だ
と
か
い
っ
た
よ
う
な
も
の
が

現
れ
て
い
る
と
言
え
ば
言
え
な
い
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
し
か
し
そ
れ
は
句
の
陰
に
潜
ん
だ
ま
っ
た
く

の
余
情
で
あ
っ
て
、
句
の
表
面
に
あ
っ
て
は
い
ず
れ
も
た
だ
あ
る
事
実
を
描
写
し
た
と
い
う
に
過
ぎ
な
い

の
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
こ
れ
ら
の
句
が
表
わ
し
て
い
る
光
景
や
事
実
の
上
に
何
の
興
味
を
も
も
た
な
い

人
は
、
「
な
ん
だ
つ
ま
ら
な
い
」
と
言
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
し
、
ま
た
そ
れ
ら
の
事
実
の
上
に

は
興
味
を
持
ち
得
る
人
で
あ
っ
て
も
、
も
と
も
と
「
釣
瓶
取
ら
れ
て
」
等
の
句
に
て
味
わ
い
得
た
と
こ
ろ

の
も
の
を
こ
れ
ら
の
句
の
上
に
も
待
ち
設
け
て
い
た
人
々
に
あ
っ
て
は
一
応
失
望
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い

の
で
あ
り
ま
す
。
私
が
前
に
、
当
時
ち
ょ
っ
と
捕
ま
え
ど
こ
ろ
が
な
く
な
っ
た
よ
う
に
感
じ
た
と
言
っ
た

の
は
す
な
わ
ち
個
々
の
事
で
、
こ
れ
ら
の
中
に
人
情
味
を
見
出
み
い
だ
そ
う
と
し
て
見
出
す
こ
と
が
で
き
ず
、
さ

り
と
て
ま
た
叙
景
叙
事
の
味
を
発
見
し
よ
う
と
す
る
に
は
心
の
用
意
が
足
り
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
が
、
し
か
し
い
っ
た
ん
気
付
い
て
み
ま
す
と
、
た
ち
ま
ち
夜
が
明
け
た
よ
う
な
心
持
ち
で
、
「
そ
う
か

俳
句
と
い
う
も
の
は
こ
ん
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
」
と
初
め
て
宝
庫
の
鍵かぎ
を
手
に
し
た
よ
う
な
快
味
を
感

ず
る
の
で
あ
り
ま
す
。
も
っ
と
も
俳
句
の
中
に
は
例
の
「
釣
瓶
取
ら
れ
て
」
の
よ
う
な
人
情
味
の
勝
っ
た

句
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
他
な
お
種
々
雑
多
の
種
類
の
も
の
を
包
含
し
て
お
り
ま
す
か
ら
、
独
り
こ
れ
ら
の

句
を
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ま
た
直
ち
に
俳
句
全
部
を
了
解
し
た
も
の
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
し
か
し
か
の
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「
釣
瓶
取
ら
れ
て
」
の
句
を
も
っ
て
俳
句
の 

全  

貌 

ぜ
ん
ぼ
う

だ
と
し
た
の
に
比
べ
た
ら
ば
だ
い
ぶ
広
く
な
っ
て
お

り
ま
す
。
そ
う
し
て
前
に
も
申
し
た
通
り
芭
蕉
は
こ
の
道
の
お
祖
師
様
で
あ
る
。
そ
の
お
祖
師
様
や
お
祖

師
様
を 
囲  

繞 
い
じ
ょ
う

し
て
い
る
大
智
識
達
の
作
っ
た
こ
れ
ら
の
句
は
、
た
し
か
に
俳
句
の
大
道
を
指
示
し
た
も

の
と
し
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
こ
う
い
う
結
論
に
到
着
し
ま
す
。

　
　
三
　
俳
句
と
は
主
と
し
て
景
色
を
叙
す
る
文
学
で
あ
り
ま
す

　
な
お
ま
た
前
に
挙
げ
た
す
べ
て
の
句
に
は
、
春
夏
秋
冬
四
季
の
う
ち
の
ど
れ
か
が
必
ず
詠
み
こ
ま
れ
て

い
ま
す
。
「
朝
顔
」
は
秋
、
「
雪
」
は
冬
、
「
桜
」
は
春
、
「
五
月
雨
」
は
夏
、
「
天
の
川
」
は
秋
、

「
時
雨
」
は
冬
で
あ
り
ま
す
。

　
こ
れ
ら
「
」
内
の
も
の
を
す
べ
て
「
季
の
も
の
」
と
言
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
俳
句
は
ぜ
ひ
こ
れ
ら
の
季

の
も
の
を
詠
み
こ
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
こ
と
は
俳
句
の
一
大
事
で

あ
っ
て
ぜ
ひ
詳
論
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
で
す
か
ら
こ
れ
も
一
項
を
設
け
て
論
ず
る
こ
と
と
し
て
、
こ
こ
に

は
た
だ
こ
う
い
う
結
論
だ
け
を
与
え
て
お
こ
う
と
思
い
ま
す
。
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四
　
俳
句
に
は
必
ず
季
の
も
の
を
詠
み
こ
み
ま
す

　
次
に
ま
た
俳
句
に
は
切
字
き
れ
じ
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
前
に
挙
げ
た
句
に
つ
い
て
い
い
ま
す
と
、

　
　
朝
顔
に
釣
瓶
取
ら
れ
て
貰
ひ
水
（
切
字
無
し
）

　
　
我
も
の
と
思
へ
ば
軽
し
傘
の
雪

　
　
鶏
の
声
も
聞
こ
ゆ
る
山
桜

　
　
湖
の
水
ま
さ
り
け
り
五
月
雨

　
　
荒
海
や
佐
渡
に
横
た
う
天
の
川

　
　
舟
人
に
ぬ
か
れ
て
乗
り
し
時
雨
か
な

右
の
太
字
が
切
字
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
切
字
は
多
く
の
場
合
俳
句
に
な
く
て
は
な
ら
ぬ
も
の
に
な
っ

て
い
ま
す
。
こ
れ
も
別
に
一
項
を
お
い
て
論
じ
ま
す
か
ら
、
こ
こ
に
は
た
だ
結
論
だ
け
を
与
え
て
お
き
ま

す
。
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五
　
俳
句
に
は
多
く
の
場
合
切
字
を
必
要
と
し
ま
す

　
私
は
こ
の
総
論
を
終
る
に
の
ぞ
み
ま
し
て
、
前
段
に
申
し
ま
し
た
一
言
を
ぜ
ひ
と
も
取
り
消
し
て
お
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
和
歌
と
俳
句
と
を
比
較
し
て
、
和
歌
は
堂
上
人
の
ご
と
く
優

に
や
さ
し
き
も
の
、
俳
句
は
町
人
の
ご
と
く
下げ
卑び
て
賤いや
し
き
も
の
、
と
そ
う
い
う
感
じ
を
抱
い
て
お
っ
た

と
い
っ
た
言
葉
で
あ
り
ま
す
。
初
め
し
ば
ら
く
の
間
は
そ
の
考
え
を
拭ぬぐ
い
去
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し

た
が
、
や
が
て
芭
蕉
等
の
句
に
親
し
み
が
ふ
え
て
く
る
に
従
っ
て
私
は
決
し
て
俳
句
を
下
卑
た
も
の
と
は

考
え
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
し
た
。
三
十
一
文
字
に
比
べ
て
十
七
字
を
品
格
の
無
い
詩
形
で
あ
る
よ

う
に
感
ず
る
こ
と
は
伝
統
的
な
皮
相
の
見
解
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
文
学
の
価
値
は
そ
ん
な
皮
相
を
も
っ
て
容

易
に
判
断
の
で
き
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
俳
句
が
文
学
の
一
種
類
と
し
て
立
派
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
少
し
俳
句
を
研
究
し
て
み
れ
ば
何
人
に

も
判
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
（
８
）
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第
二
章
　
季
題

　
前
章
で
は
俳
句
と
い
う
も
の
の
大
体
の
概
念
を
与
え
る
の
を
目
的
と
し
ま
し
た
か
ら
ご
く
大
ざ
っ
ぱ
な

お
話
を
い
た
し
ま
し
た
が
、
本
章
か
ら
は
い
ま
少
し
こ
ま
ご
ま
と
し
た
お
話
に
立
ち
入
っ
て
み
よ
う
と
思

い
ま
す
。

「
あ
あ
暑
い
」
「
あ
あ
寒
い
」
と
は
誰
も
よ
く
申
す
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
「
お
は
よ
う
」
と
か
「
御
機
嫌

よ
う
」
と
か
い
う
言
葉
の
次
に
出
る
の
は
、
「
お
暑
う
ご
ざ
い
ま
す
」
「
お
寒
う
ご
ざ
い
ま
す
」
と
い
う

 

挨  

拶 

あ
い
さ
つ

で
ご
ざ
い
ま
す
。
手
紙
に
書
く
文
句
の
初
め
に
も
い
わ
ゆ
る
時
候
の
挨
拶
が
き
ま
っ
て
連
ね
ら
れ

ま
す
。

　
時
候
と
い
う
も
の
が
我
等
日
常
生
活
の
上
に
い
か
に
大
き
な
関
係
を
持
っ
て
い
て
、
そ
の
日
そ
の
時
の

我
等
の
気
分
を
支
配
し
て
ゆ
く
力
の
い
か
に
強
い
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は
こ
れ
に
よ
っ
て
も
知
ら

れ
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　
俳
句
は
こ
の
時
候
と
い
う
も
の
に
も
っ
と
も
重
き
を
お
い
た
文
学
で
あ
り
ま
す
。
（
９
）
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こ
う
言
っ
た
ば
か
り
で
は
ま
だ
何
の
こ
と
だ
か
お
判
り
に
な
り
ま
す
ま
い
。
い
ま
少
し
詳
し
く
説
明
す

る
と
、

　
俳
句
は
こ
の
時
候
の
変
化
に
つ
れ
て
起
っ
て
く
る
い
ろ
い
ろ
の
現
象
を
諷うた
う
文
学
で
あ
り
ま
す
。
（10

）

　
時
候
が
春
、
夏
、
秋
、
冬
の
四
季
に
分
か
れ
て
い
る
こ
と
は
申
す
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
こ
に
そ
の

春
が
来
る
に
つ
け
て
起
っ
て
来
る
現
象
の
一
例
を
申
し
ま
す
と
、
ま
ず
今
ま
で
肌
を
切
る
よ
う
な
北
風
ば

か
り
吹
い
て
い
た
の
が
、
い
つ
の
間
に
か
暖
か
み
を
帯
び
た
東
風
に
変
わ
り
ま
す
。
こ
の
東
風
の
吹
く
と

い
う
こ
と
は
と
り
も
な
お
さ
ず
時
候
の
変
化
に
つ
れ
て
起
っ
て
来
た
現
象
の
一
つ
で
あ
り
ま
す
。
…
…
天

文
上
の
現
象

　
ま
た
春
が
来
ま
す
と
、
今
ま
で
涸か
れ
が
れ
に
な
っ
た
り
氷
が
張
り
つ
め
て
い
た
り
し
た
溝
川
の
水
な
ど

が
い
つ
の
間
に
か
氷
も
溶
け
て
し
ま
い
少
し
ず
つ
分
量
も
増
し
て
き
て
、
沈
ん
で
い
た
芥ゴミ
も
ぽ
か
ぽ
か
と

浮
か
び
だ
し
て
く
る
よ
う
な
心
持
ち
に
な
り
ま
す
。

　
俳
句
で
は
こ
れ
を
水
温ぬる
む
と
申
し
ま
す
。
水
温
む
と
い
う
こ
と
も
時
候
の
変
化
に
つ
れ
て
起
っ
て
き
た

現
象
の
一
つ
で
あ
り
ま
す
。
…
…
地
理
上
の
現
象

　
ま
た
春
が
来
ま
す
と
、
秋
以
来
冬
に
か
け
て
は
大
方
は
せ
わ
し
げ
に
鳴
く
小
鳥
ば
か
り
で
あ
っ
た
中
に

た
ま
た
ま
一
つ
の
悠
長
な
鳴
き
声
か
交
じ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
は
古
い
に
しえ
か
ら
歌
人
な
ど
も
称
美
し
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来
っ
た
鶯
う
ぐ
い
すで
あ
り
ま
す
。
こ
の
鶯
の
啼
き
始
め
る
と
い
う
こ
と
も
時
候
の
変
化
に
つ
れ
て
起
っ
て
き
た
現

象
の
一
つ
で
あ
り
ま
す
。
…
…
動
物
上
の
現
象

　
ま
た
春
が
来
ま
す
と
、
今
ま
で
は  

蕭    

条  

し
ょ
う
じ
ょ
う
と
し
て
常
磐
木

と
き
わ
ぎ

の
ほ
か
の
万
木
千
草
は
こ
と
ご
と
く
枯
れ

果
て
た
か
と
思
わ
れ
て
い
た
中
に
、
そ
の
一
つ
の
枯
木
の
枝
頭
に
忽こつ
と
し
て 

芬  

香 

ふ
ん
こ
う

を
吐
く
と
こ
ろ
の
白

い
も
の
を
見
出
み
い
だ
し
ま
す
。
そ
れ
は
梅
の
花
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
梅
の
花
の
開
く
と
い
う
こ
と
も
時
候
の
変

化
に
と
も
な
っ
て
起
り
来
っ
た
現
象
の
一
つ
で
あ
り
ま
す
。
…
…
植
物
上
の
現
象

　
ま
た
春
が
来
ま
す
と
、
大
空
に
は
い
つ
の
間
に
か
紙た
鳶こ
の
揚
が
っ
て
い
る
の
が
目
に
つ
き
同
時
に
今
ま

で 

打  

棄 

う
っ
ち
ゃ

っ
て
あ
っ
た
野
良
の
田
畑
に
ぽ
つ
ぽ
つ
と
百
姓
の
姿
を
認
め
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
は
百

姓
が
彼
岸
に
な
る
と
い
ろ
い
ろ
の
種
を
蒔ま
き
ま
す
そ
の
準
備
の
た
め
に
畑
を
打
ち
返
す
の
で
あ
り
ま
す
。

俳
句
で
は
そ
れ
を
畑
打
と
申
し
ま
す
。
こ
の
畑
打
と
い
う
こ
と
も
時
候
の
変
化
に
と
も
な
っ
て
起
り
来
っ

た
現
象
の
一
つ
で
あ
り
ま
す
。
…
…
人
事
上
の
現
象

　
秋
の
日
の
釣
瓶
落
し
と
い
う
こ
と
を
よ
く
い
い
ま
す
。
そ
れ
は
日
暮
に
な
っ
た
か
と
思
う
と
た
ち
ま
ち

暮
れ
て
し
ま
う
だ
ん
だ
ん
日
の
短
く
な
っ
て
ゆ
く
秋
の
心
持
を
い
っ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
が
冬

に
入
り
ま
す
と
ま
す
ま
す
つ
ま
っ
て
き
て
五
時
で
も
打
つ
と
も
う
灯
を
つ
け
ね
ば
手
元
が
暗
く
て
仕
事
が

で
き
ぬ
と
い
う
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
す
。
が
ま
た
日
の
短
い
頂
上
の
冬
至
を
過
ぎ
る
と
今
度
は
反
対
に
少

27 第二章　季題



し
ず
つ
延
び
て
き
て
い
よ
い
よ
春
に
は
い
っ
た
と
な
る
と
よ
ほ
ど
も
う
日
永
ひ
な
が
の
心
持
が
し
て
き
ま
す
。
一

番
日
の
永
い
頂
上
は
申
す
ま
で
も
な
く
夏げ
至し
で
あ
り
ま
す
が
、
前
申
し
た
秋
の
日
の
釣
瓶
つ
る
べ
落
し
と
い
う
よ

う
に
そ
の
に
わ
か
に
日
の
短
く
な
っ
た
心
持
が
冬
の
頂
上
よ
り
も
か
え
っ
て
秋
に
お
い
て
強
い
よ
う
に
、

日
永
と
い
う
感
じ
も
夏
よ
り
も
か
え
っ
て
春
に
お
い
て
強
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
俳
句
で
は
そ

の
春
の
日
の
永
く
な
っ
た
心
持
を
特
に
日
永
と
呼
ん
で
お
り
ま
す
。

　
　
　
日
永
に
つ
い
て
は
も
っ
と
詳
し
く
説
明
し
な
い
と
言
葉
が
た
り
ま
せ
ん
が
、
今
そ
れ
を
い
う
と
混

雑
を
き
た
し
ま
す
か
ら
後
に
譲
り
ま
す
。
（11

）

　
こ
の
日
永
と
い
う
こ
と
も
時
候
の
変
化
に
と
も
な
っ
て
起
っ
た
現
象
の
一
つ
で
あ
り
ま
す
。
…
…
天
文
、

地
理
、
動
物
、
植
物
、
人
事
な
ど
の
分
類
に
入
ら
ぬ
現
象

　
以
上
は
ほ
ん
の
手
近
い
一
、
二
の
例
を
引
い
た
の
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
が
こ
れ
に
似
寄
っ
た
こ

と
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
以
上
の
べ
た
例
か
ら
類
推
し
て
も
直
ち
に
若
干
の
題
目
を
挙
げ
得
る
の
で
あ

り
ま
す
。

　
試
み
に
そ
の
題
目
を
少
し
列
挙
し
て
み
ま
し
ょ
う
か
。

　
東
風
か
ら
類
推
し
得
る
も
の
　
　
春
風
、
春
雨
、
霞
か
す
み、  
朧    
月  
お
ぼ
ろ
づ
き

な
ど
。
…
…
天
文
上
の
現
象

　
水
温
む
か
ら
類
推
し
得
る
も
の
　
　
氷
解
、
春
の
水
、
春
の
山
、
春
の
海
な
ど
。
…
…
地
理
上
の
現
象
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鶯
か
ら
類
推
し
得
る
も
の
　
　
燕
、
雲
雀
、
蝶
、
蜂
な
ど
。
…
…
動
物
上
の
現
象

　
梅
の
花
か
ら
類
推
し
得
る
も
の
　
　
桜
の
花
、
椿
の
花
、
藤
の
花
、
躑
躅
つ
つ
じ
の
花
な
ど
。
…
…
植
物
上
の

　
　
現
象

　
畑
打
か
ら
類
推
し
得
る
も
の
　
　
種
蒔
、
接
木
、
さ
し
木
な
ど
。
…
…
人
事
上
の
現
象

　
日
永
よ
り
類
推
し
得
る
も
の
　
　
の
ど
か
、
暖
か
、
う
ら
ら
か
、
春
の
夜
な
ど
。
…
…
天
文
、
地
理
、

　
　
動
物
、
植
物
、
人
事
な
ど
の
分
類
に
入
ら
ぬ
現
象

　
し
か
し
こ
う
な
ら
べ
た
て
ま
し
た
と
こ
ろ
で
、
読
者
の
中
に
は
た
だ
ち
に
こ
れ
ら
の
題
目
を
類
推
し
得

ら
れ
る
方
と
得
ら
れ
な
い
方
と
が
あ
る
こ
と
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
の
得
ら
れ
な
い
方
に
あ
っ
て
は
な

に
ゆ
え
に
そ
れ
ら
を
類
推
し
得
る
か
を
ま
ず
疑
問
と
せ
ら
れ
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

　
私
は
そ
の
疑
問
に
答
え
る
た
め
に
小
さ
い
文
字
で
も
っ
て
「
天
文
上
の
現
象
」
と
か
「
地
理
上
の
現
象
」

と
か
い
う  

脚    

註  

き
ゃ
く
ち
ゅ
う
を
施
し
て
お
い
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
お
よ
そ
時
候
の
変
化
に
と
も
な
っ
て
起
っ
て
来
る
あ
ら
ゆ
る
現
象
を
便
利
の
た
め
に
分
類
し
て
み
ま
す

と
、

　
天
文
に
属
す
る
も
の
　
　 

蒼  

天 

そ
う
て
ん

、
空
間
な
ど
に
起
こ
る
こ
と
。

　
地
理
に
属
す
る
も
の
　
　
地
上
に
起
こ
る
こ
と
。
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動
物
に
属
す
る
も
の

　
植
物
に
属
す
る
も
の

　
人
事
に
属
す
る
も
の
　
　
人
間
の
行
為
、
人
体
な
ど
に
関
す
る
も
の
。

　
時
候
に
属
す
る
も
の
　
　
以
上
五
つ
の
分
類
に
入
ら
ぬ
も
の
。

と
ま
ず
こ
の
六
つ
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
も
何
も
六
つ
に
限
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
も
っ
と
細
か
く

分
類
し
よ
う
と
思
え
ば
い
く
ら
に
で
も
分
類
が
で
き
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
く
ら
い
に
し
て
お
く
の

が
比
較
的
便
宜
な
た
め
に
、
普
通
こ
の
六
つ
に
分
類
し
ま
す
。
　
　
こ
の
う
ち
最
後
の
「
時
候
」
と
い
う

の
は
、
時
候
を
分
類
し
て
さ
ら
に
時
候
を
得
た
こ
と
に
な
っ
て
少
し
お
か
し
い
よ
う
で
は
あ
り
ま
す
が
、

つ
ま
り
天
文
に
も
地
理
に
も
動
物
に
も
人
事
に
も
入
れ
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
残
り
も
の
を
、
や
は
り

時
候
と
い
う
、
そ
の
実
前
よ
り
も
範
囲
の
狭
い
名
の
下
に
一
分
科
と
し
て
お
く
の
で
あ
り
ま
す
。
　
　
そ

う
し
て
こ
の
分
類
を
土
台
と
し
て
、
た
と
え
ば
東
風
と
同
じ
天
文
に
属
す
る
か
ら
と
い
う
の
で
春
風
、
春

雨
、
霞
、
朧
月
と
い
う
ふ
う
に
類
推
し
て
ゆ
く
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
六
　
時
候
の
変
化
に
よ
っ
て
起
こ
る
現
象
を
俳
句
に
て
は
季
の
も
の
ま
た
は
季
題
と
呼
び
ま
す
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さ
ら
に
進
ん
で
俳
句
と
季
題
と
の
関
係
を
説
き
ま
し
ょ
う
。

　
ま
ず
第
一
に
俳
句
以
外
の
文
学
と
季
題
と
の
関
係
は
ど
ん
な
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
、
そ
れ
を
ち
ょ

っ
と
取
り
調
べ
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

　
俳
句
に
つ
い
で
季
題
に
関
係
の
深
い
の
は
和
歌
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
試
み
に
和
歌
の
類
集
と
い
う
よ
う

な
も
の
を
開
け
て
み
ま
す
と
や
は
り
俳
句
の
類
集
と
同
じ
よ
う
に
春
の
部
、
夏
の
部
、
秋
の
部
、
冬
の
部

な
ど
と
四
季
の
分
類
が
し
て
あ
り
ま
す
。
し
か
も
俳
句
の
類
集
と
く
ら
べ
て
そ
こ
に
顕
著
な
二
つ
の
相
違

が
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

　
そ
の
一
つ
は
句
集
に
は
春
の
部
、
夏
の
部
、
秋
の
部
、
冬
の
部
と
い
う
四
大
別
が
し
て
あ
り
ま
し
て
、

そ
の
ほ
か
に
は
た
ま
に
新
年
の
部
と
い
う
の
が
春
の
部
も
し
く
は
冬
の
部
の
隷
属
と
し
て
設
け
て
あ
る
く

ら
い
の
も
の
で
一
切
他
の
分
類
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
歌
集
に
な
り
ま
す
と
な
か
な
か
四
季
の
分
類
だ

け
で
は
終
わ
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
仮
り
に
そ
の
歌
集
が
五
冊
あ
る
も
の
と
し
ま
す
と
、
初
め
の
二
冊
が
四

季
の
部
で
、
あ
と
二
冊
が
恋
の
部
で
、
残
り
一
冊
が
羈
旅
き
り
ょ
の
部
、
無
常
の
部
な
ど
の
雑
居
と
い
う
よ
う
な

始
末
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
和
歌
は
あ
る
点
ま
で
四
季
す
な
わ
ち
時
候
と
深
い
関
係
を

も
っ
て
い
る
が
し
か
し
無
関
係
で
も
成
り
立
ち
得
る
の
み
な
ら
ず
恋
、
羈
旅
、
無
常
な
ど
と
い
う
強
く
人

情
を
刺
激
す
る
性
質
の
も
の
に
は
さ
ら
に
季
の
も
の
を
必
要
と
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
の
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で
あ
り
ま
す
。
が
そ
れ
が
俳
句
に
な
り
ま
す
と
四
季
の
分
類
以
外
に
出
る
も
の
は
一
句
も
な
く
、
た
と
い

恋
、
羈
旅
、
無
常
な
ど
を
詠
ず
る
と
し
ま
し
て
も
必
ず
そ
れ
は
季
の
も
の
を
詠
み
こ
む
の
で
あ
り
ま
す
。

歌
の
方
で
は
卑
近
な
百
人
一
首
か
ら
例
を
と
っ
て
み
ま
す
と
、

　
　
秋
の
田
の
刈
穂
の
庵
の
苫とま
を
荒
み
我
衣
手
は
露
に
ぬ
れ
つ
ゝ

　
　
春
過
ぎ
て
夏
来
に
け
ら
し
白
妙
の
衣
ほ
す
て
ふ
あ
ま
の
か
ぐ
や
ま

　
こ
れ
ら
は
太
字
が
皆
季
の
も
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
四
季
の
分
類
に
入
る
べ
き
和
歌
で
あ
り
ま
す
が
、

　
　
夜
を
こ
め
て
鶏とり
の
空
音
そ
ら
ね
は
は
か
る
と
も
世
に 

逢  

坂 

お
お
さ
か

の
関
は
許
さ
じ

　
　
魂たま
の
緒
よ
絶
え
な
ば
絶
え
ね
な
が
ら
へ
ば
忍
ぶ
る
こ
と
の
弱
り
も
ぞ
す
る

な
ど
と
い
う
恋
歌
は
四
季
の
分
類
に
入
れ
よ
う
と
し
て
も
入
れ
よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
俳
句
に

な
り
ま
す
と
、
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紅
梅
や
見
ぬ
恋
つ
く
る  

玉    

簾  

た
ま
す
だ
れ

　
　
芭
蕉

　
　
短
夜
や
伽
羅
き
ゃ
ら
の
匂
ひ
の
胸
ぶ
く
れ
　
　
几
董
き
と
う

と
い
う
よ
う
な
恋
句
の
ご
と
き
も
の
で
も
ち
ゃ
ん
と
太
字
の
よ
う
な
季
の
も
の
が
読
み
こ
ん
で
あ
り
ま
す
。

私
は
例
に
よ
っ
て
簡
単
に
句
意
を
説
明
し
て
、
こ
の
二
つ
の
恋
句
の
上
に
季
の
も
の
が
ど
れ
だ
け
の
力
を

も
っ
て
い
る
か
を
調
べ
て
み
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
ょ
う
。

　
芭
蕉
の
句
意
は
こ
う
で
あ
り
ま
す
。
あ
る
邸
や
し
きの
う
ち
の
庭
に
紅
梅
が
咲
い
て
い
て
そ
れ
が
艶えん
に
美
し
い

色
を
見
せ
て
い
る
が
、
そ
の
庭
を
隔
て
た
向
こ
う
の
対
屋
た
い
や
に
は
玉
簾
が
下
が
っ
て
い
て
そ
の
中
に
は
人
の

い
そ
う
な
心
持
が
す
る
、
果
た
し
て
ど
ん
な
人
が
い
る
の
か
そ
の
中
は
見
る
よ
し
も
な
い
が
、
な
か
な
か

に
そ
れ
が
な
つ
か
し
く
慕
わ
し
い
心
持
が
す
る
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。

　
几
董
の
句
意
は
こ
う
で
あ
り
ま
す
。
恋
し
合
っ
て
い
る
仲
の
男
女
が
、
あ
る
夏
の
夜
　
　
短
夜
と
い
う

の
は
夏
の
夜
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
夏
は
事
実
に
お
い
て
も
っ
と
も
日
が
永
い
こ
と
は
前
条
に
の
べ
ま
し

た
が
同
時
に
夜
は
も
っ
と
も
短
く
っ
て
、
朝
の
四
時
頃
に
は
も
う
白
み
か
け
ま
す
。
そ
れ
で
俳
句
で
は
夏

の
夜
の
こ
と
を
短
夜
と
い
い
ま
す
　
　
逢
っ
て
、
さ
て
翌
朝
に
な
っ
て
い
ざ
別
れ
よ
う
と
す
る
と
、
昨
夜

相
逢
っ
た
時
の
こ
と
に
慕
わ
し
く
懐
か
し
く
嗅か
い
だ
伽
羅
の
香
も
今
朝
は
か
え
っ
て
心
憂
い
種
と
な
る
、
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と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。

　
前
の
二
首
の
恋
歌
は
恋
に
つ
い
て
の
感
情
を
直
叙
し
て
い
る
ば
か
り
で
何
の
事
実
を
も
叙
し
て
は
お
り

ま
せ
ん
が
、
こ
の
二
つ
の
恋
句
は
感
情
を
言
い
表
わ
す
と
同
時
に
事
実
を
叙
し
て
お
り
ま
す
。
前
句
は
、

庭
に
は
紅
梅
が
咲
い
て
、
そ
の
向
こ
う
に
は
玉
簾
が
下
が
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
を
叙
し
、
後
句
は
、
そ

れ
が
夏
の
夜
の
き
ぬ
ぎ
ぬ
の
朝
で
あ
っ
て
伽
羅
の
匂
い
も
し
て
い
る
こ
と
を
叙
し
て
お
り
ま
す
。

　
こ
の
事
実
を
叙
し
て
お
る
お
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
が
、
前
掲
の
和
歌
と
俳
句
と
の
大
き
な
相
違
で
あ
り
ま

す
。
と
同
時
に
そ
の
俳
句
の
方
の
事
実
の
大
部
分
は
紅
梅
と
か
短
夜
と
か
い
う
季
の
も
の
が
こ
れ
を
占
め

て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
か
く
和
歌
に
は
四
季
の
部
に
属
さ
な
い
恋
の
部
と
い
う
も
の
が
別
に
あ
る
が
俳
句
に
は
そ
れ
が
な
い
。

（12

）

　
た
と
い
恋
句
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
あ
る
に
し
て
も
そ
れ
も
必
ず
季
の
も
の
が
読
み
こ
ま
れ
て
い
て
四

季
の
分
類
中
に
包
括
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
二
つ
の
文
学
を
比
較
す
る
上
に
お
い

て
顕
著
な
相
違
の
一
つ
で
あ
り
ま
す
。

　
い
ま
一
つ
顕
著
な
相
違
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
ほ
か
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
和
歌
の
方
は
月
と
か
雪
と
か

花
と
か
い
う
い
わ
ゆ
る
季
の
も
の
の
う
ち
で
も
重
大
な
も
の
だ
け
は
無
暗
む
や
み
に
精
細
に
分
類
さ
れ
て
、
た
と
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え
ば
高
嶺
の
花
と
か
水
辺
の
花
と
か
離
落
の
花
と
か
が
並
べ
た
て
ら
れ
て
お
り
ま
す
が
、
少
し
珍
し
い
季

の
も
の
　
　
そ
の
め
ず
ら
し
い
と
い
う
の
も
和
歌
か
ら
み
て
珍
し
い
の
で
あ
り
ま
し
て
、
俳
句
か
ら
い
っ

た
ら
少
し
も
珍
し
く
な
い
の
で
あ
り
ま
す
が
　
　
に
な
り
ま
す
と
ま
こ
と
に  

寥    

々  

り
ょ
う
り
ょ
う
と
し
て
数
え
る
ほ

ど
の
も
の
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
、

　
春
雷
、
雪
解
、
別
れ
霜
。
…
…
天
文
に
属
す
る
季
の
も
の
＝
天
文
上
の
現
象
と
い
う
の
と
同
じ
意
味

　
（
以
下
こ
れ
に
準
ず
）

　
春
氷
、
春
の
潮
、
山
笑
ふ
。
…
…
地
理
に
属
す
る
季
の
も
の

　
鳥
の
巣
、
蚕
、
蜆
。
…
…
動
物
に
属
す
る
季
の
も
の

　
辛
夷
、 

蘩  

蔞 

は
こ
べ
ら

、
蕗
の
薹
。
…
…
植
物
に
属
す
る
季
の
も
の

　
初
午
、
蓬
餅
、
出
代
。
…
…
人
事
に
属
す
る
季
の
も
の

　
二
月
、
三
月
尽
、
夜
半
の
春
。
…
…
時
候
に
属
す
る
季
の
も
の

な
ど
の
題
を
あ
げ
て
そ
れ
ら
の
題
を
探
し
て
み
た
ら
、
そ
れ
は
決
し
て
た
く
さ
ん
は
な
い
だ
ろ
う
と
思
い

ま
す
。
仮
り
に
※
の
歌
仕
つ
か
ま
つれ
と
あ
り
け
れ
ば
」
な
ど
と
い
う
前
置
で
も
お
い
て
ま
っ
た
く
の
も
の
好
き
か

ら
冗
談
半
分
に
作
っ
た
も
の
の
よ
う
に
取
り
扱
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　
と
こ
ろ
が
俳
句
に
な
る
と
以
上
の
ご
と
き
も
の
は
い
ず
れ
も
極
め
て
普
通
の
季
題
で
あ
り
ま
し
て
、
時
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候
の
変
化
に
と
も
な
っ
て
我
等
の
眼
の
前
に
起
こ
り
く
る
一
切
の
現
象
　
　
す
な
わ
ち
季
題
　
　
は
何
物

を
も
と
っ
て
材
料
と
せ
ね
ば
止
ま
ぬ
と
い
う
傾
向
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
（13

）

　
こ
と
に
そ
の
傾
向
は
今
日
の
俳
句
に
お
い
て
盛
ん
に
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
（14

）

　
た
だ
し
こ
れ
を
も
っ
て
私
は
和
歌
を
抑
え
て
俳
句
を
揚
げ
よ
う
と
い
う
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
和
歌
に

あ
っ
て
は
む
し
ろ
季
題
な
ど
に
重
大
な
意
味
を
お
か
な
い
点
に
お
い
て
別
個
の
長
所
を
持
っ
て
い
る
の
で

あ
り
ま
す
。
た
だ
和
歌
の
そ
う
い
う
性
質
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
、
我
が
俳
句
が
季
題
と
い
う
こ
と
に
特
別

の
深
い
関
係
を
も
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
の
が
私
の
目
的
で
あ
っ
た
の
で

あ
り
ま
す
。

　
な
お
私
は
進
ん
で
和
歌
以
外
の
文
学
と
季
題
と
の
関
係
を
し
ら
べ
て
み
て
、
い
よ
い
よ
季
題
に
重
大
な

関
係
を
持
つ
文
学
は
俳
句
の
み
と
い
う
断
定
を
下
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
煩
わ

し
い
か
ら
略
し
ま
す
。
そ
う
し
て
た
だ
一
言
、
和
歌
以
外
の
文
学
は
和
歌
ほ
ど
も
季
題
に
重
き
を
お
い
て

い
な
い
と
い
う
こ
と
だ
け
を
断
言
し
て
お
き
ま
す
。
漢
詩
の
一
部
を
除
く
の
ほ
か
都
々
逸
ど
ど
い
つ、
端
唄
は
う
た
、  

川  

せ
ん
り

  

柳  

ゅ
う

は
も
と
よ
り
の
こ
と
、
長
詩
と
か
小
説
と
か
い
う
も
の
に
至
る
ま
で
そ
れ
は
季
題
な
ど
と
は
没
交
渉

と
い
っ
て
も
さ
し
つ
か
え
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
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他
の
文
学
と
の
比
較
は
こ
れ
く
ら
い
に
し
て
お
き
ま
し
て
、
さ
て
季
題
な
る
も
の
が
実
際
い
か
な
る
形

の
下
に
俳
句
に
読
み
こ
ま
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
、
実
例
に
つ
い
て
検しら
べ
て
い
っ
て
み
よ
う
と
思
い

ま
す
。

　
ま
ず
天
文
の
部
か
ら
始
め
ま
す
。
な
お
混
雑
を
来
さ
ぬ
た
め
前
に
掲
げ
た
季
題
に
相
当
す
る
句
を
選
み

出
し
ま
す
。

　
　
東こ
風ち
吹
く
と
語
り
も
ぞ
行
く
主
し
ゅ
うと
従ず
者さ
　
　
太
祇
た
い
ぎ

　
句
意
は
、
一
人
の
主
人
が
一
人
の
従
者
を
連
れ
て
春
の
初
め
に
表
を
歩
い
て
お
り
ま
す
と
、
今
ま
で
の

北
風
と
違
っ
た
柔
ら
か
味
の
あ
る
風
が
吹
い
て
き
ま
す
。
そ
の
時
、

「
も
う
東
風
が
吹
く
ね
。
」

「
さ
よ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
。
も
う
こ
の
あ
ん
ば
い
で
は
す
ぐ
暖
か
に
な
り
ま
す
。
」

な
ど
と
話
し
な
が
ら
歩
い
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。

　
主
と
従
者
と
が
何
事
を
か
話
し
な
が
ら
歩
い
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
は
、

「
な
ん
だ
そ
れ
っ
き
り
の
こ
と
か
。
」
と
大
方
の
人
は
相
手
に
し
ま
せ
ん
。
実
際
主
従
が
二
人
話
し
な
が
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ら
表
を
歩
い
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
は
格
別
こ
れ
と
い
う
興
味
も
あ
り
ま
せ
ん
。
が
そ
れ
が
い
っ
た
ん
、

東
風
の
吹
く
と
い
う
こ
と
を
話
題
と
し
て
い
る
こ
と
が
判
る
と
そ
こ
に
に
わ
か
に
一
つ
の
興
味
が
生
じ
ま

す
。
と
い
う
の
は
そ
の
話
題
が
判
っ
た
と
い
う
こ
と
の
興
味
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
言
葉
か
ら
実
際
東
風

が
主
従
の
顔
を
吹
い
て
い
る
と
い
う
春
さ
き
の
郊
外
（
も
し
く
は
街
上
）
の
光
景
が
想
像
さ
れ
て
、
単
に

主
従
が
話
し
な
が
ら
行
く
と
い
う
無
味
な
事
実
の
上
に
大
き
な
興
味
を
加
え
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
す
な

わ
ち
こ
の
句
で
は
季
題
が
話
題
と
し
て
無
造
作
に
使
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
っ
て
そ
の
実
季
の
十
分
な

働
き
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　
西
の
京
に
ば
け
も
の
栖すみ
て
久
し
く
荒
れ
は
て

　
　
　
　
た
る
家
あ
り
け
り
い
ま
そ
の
さ
た
な
く
て

　
　
春
雨
や
人
住
て
煙
壁
を
洩
る
　
　
蕪
村
ぶ
そ
ん

　
こ
の
句
意
は
前
置
が
あ
り
ま
す
か
ら
説
明
を
し
な
く
っ
て
も
判
る
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
例
に
よ
っ
て
簡

単
に
申
し
ま
す
。
京
都
の
西
部
の
と
あ
る
家
は
化
物
屋
敷
だ
と
い
う
評
判
で
久
し
く
人
も
住
ま
ず
荒
れ
果

て
る
ま
ま
に
し
て
あ
っ
た
が
、
今
は
そ
う
い
う
噂
も
な
く
な
っ
た
、
と
い
う
の
が
前
置
で
、
句
の
方
は
そ

の
化
物
屋
敷
と
い
わ
れ
た
家
は
も
う
人
が
住
ん
で
い
て
飯
を
炊
い
た
り
物
を
煮
た
り
す
る
煙
が
壁
の
透
間
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か
ら
外
に
洩も
れ
て
い
る
と
こ
う
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
も
っ
と
も
こ
れ
だ
け
で
は
「
春
雨
や
」
と
い
う
初

五
字
の
説
明
は
ま
だ
し
ま
せ
ん
。
が
、
仮
り
に
そ
の
初
五
字
が
な
い
も
の
と
し
て
み
ま
し
て
も
、
長
い
前

置
が
あ
る
た
め
に
す
で
に
一
個
の
興
味
あ
る
面
白
い
事
実
を
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
か
と
い
っ
て

ま
た
そ
の
初
五
字
が
な
い
方
が
い
い
か
と
な
る
と
そ
れ
は
決
し
て
そ
う
だ
と
は
申
さ
れ
ま
せ
ん
。

　
初
五
字
は
ご
ら
ん
の
通
り
「
春
雨
や
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
春
雨
や
の
興
味
を
説
明
す
る
前
に
私

は
試
み
に
こ
れ
を
「
夕
立
や
」
「
秋
雨
や
」
「
時
雨
る
ゝ
や
」
と
い
う
他
の
文
字
に
お
き
か
え
て
み
よ
う

と
思
い
ま
す
。

　
つ
ま
り
前
述
の
光
景
を
い
つ
の
時
候
の
雨
中
の
景
と
し
た
の
が
一
番
面
白
い
か
と
い
う
こ
と
を
吟
味
し

て
み
よ
う
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

　
ま
ず
夏
の
夕
に
降
る
夕
立
と
し
て
み
ま
す
と
、
そ
の
篠しの
突
く
よ
う
な
強
烈
な
勢
い
、
あ
と
は
す
ぐ
晴
れ

る
と
い
う
よ
う
な
軽
快
な
心
持
が
主
と
し
て
人
の
心
を
支
配
し
ま
す
か
ら
、
も
と
こ
の
家
に 

妖  

怪 

よ
う
か
い

が
住

ん
で
い
た
と
い
う
よ
う
な
陰
気
な
感
じ
は
鈍
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　
次
に
秋
雨
に
な
り
ま
す
と
、  

蕭    

条  

し
ょ
う
じ
ょ
う
と
し
て
降
る
秋
の
淋さび
し
さ
が
主
に
な
り
ま
す
か
ら
そ
の
陰
気
の

感
じ
は
十
分
に
あ
り
ま
す
が
、
同
時
に
そ
の
壁
を
洩
る
煙
ま
で
が
何
だ
か
陰
気
臭
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
、

現
在
住
ま
っ
て
い
る
と
い
う
人
も
や
は
り
妖
怪
で
は
な
い
か
と
い
う
よ
う
な
疑
い
さ
え
生
じ
ま
す
。
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次
に
時
雨
に
な
り
ま
す
と
、
や
は
り
陰
気
な
心
持
は
な
い
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
よ
り
も
か
ら

び
た
趣
が
主
に
な
り
ま
す
か
ら
そ
の
煙
さ
え
も
何
だ
か
か
れ
が
れ
の
煙
で
、
家
も
妖
怪
も
す
べ
て
油
気
の

抜
け
た
寂
滅
に
近
い
も
の
の
よ
う
な
感
じ
が
し
ま
す
。

　
さ
て
最
後
に
春
雨
は
ど
う
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
春
雨
は
他
の
気
候
の
雨
に
く
ら
べ
て
一
番 

濃  

艶 

の
う
え
ん

な

感
じ
の
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
同
時
に
濃
艶
な
妖
怪
味
を
有
し
て
お
り
ま
す
。
そ
こ
で
こ
の
句
の
説

明
に
移
り
ま
す
が
、
か
く
か
く
い
う
噂
の
あ
っ
て
荒
れ
果
て
た
家
で
あ
っ
た
が
今
は
も
う
人
が
住
ん
で
炊

煙
が
壁
を
洩
れ
て
い
る
、
そ
の
炊
煙
は
い
か
に
も
中
に
住
ま
っ
て
い
る
人
の
生
活
そ
の
も
の
を
語
る
よ
う

に
平
和
な
豊
か
な
心
持
を
し
て
外
に
洩
れ
て
い
る
、
降
っ
て
い
る
雨
も
春
の
雨
で
、
草
木
さ
え
も
そ
の
力

で
養
っ
て
ゆ
か
れ
る
と
い
う
よ
う
な
親
し
み
の
あ
る
優
し
み
の
あ
る
雨
で
あ
る
、
そ
の
雨
そ
の
煙
が
ま
た

互
い
に
生
あ
る
も
の
の
ご
と
く
睦むつ
み
あ
っ
て
い
る
、
と
こ
う
い
う
の
が
正
面
の
解
釈
で
あ
り
ま
し
て
、
そ

の
点
か
ら
申
し
ま
す
と
夕
立
以
下
の
他
の
三
季
の
雨
よ
り
も
春
の
雨
が
最
も
そ
の
過
去
の
噂
に  

頓    

着  

と
ん
じ
ゃ
く

な
く
今
こ
の
家
に
住
ま
っ
て
い
る
人
の
無
事
な
平
和
を
表
わ
す
の
に
適
当
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
ろ
し
い

の
で
あ
り
ま
す
。
が
し
か
し
そ
れ
だ
け
に
な
り
ま
す
と
西
の
京
に 

云  

々 

う
ん
ぬ
ん

と
い
う
過
去
の
事
実
の
響
き
が

あ
ま
り
薄
く
な
り
ま
し
て
、
一
方
に
現
在
の
情
景
を
よ
く
尽
く
す
か
わ
り
せ
っ
か
く
長
い
前
置
ま
で
お
い

て
い
い
表
わ
そ
う
と
し
た
妖
怪
味
が
十
分
の
功
果
を
収
め
ぬ
こ
と
に
な
り
ま
す
。
私
は
た
だ
い
ま
こ
う
申
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し
ま
し
た
。
「
そ
の
雨
そ
の
煙
が
ま
た
互
い
に
生
あ
る
も
の
の
ご
と
く
睦
み
合
っ
て
い
る
」
と
。
夕
立
で

あ
っ
て
も
秋
雨
で
あ
っ
て
も
こ
の
煙
と
雨
と
が
た
が
い
に
生
あ
る
も
の
の
よ
う
に
睦
み
合
う
心
持
は
あ
り

ま
せ
ん
。
そ
れ
は
春
雨
で
あ
っ
て
初
め
て
出
て
く
る
心
持
な
の
で
あ
り
ま
す
。
濃
艶
な
妖
怪
趣
味
と
い
う

の
は
す
な
わ
ち
そ
こ
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　
す
な
わ
ち
こ
の
句
は
現
在
の
平
和
な
光
景
を
表
し
て
お
き
な
が
ら
同
時
に
一
つ
の
艶つや
っ
気
の
あ
る
妖
怪

趣
味
を
描
き
出
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
生
命
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
て
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
「
春
雨
」

と
い
う
季
題
の
大
き
な
働
き
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

　
次
に
地
理
の
部
に
移
り
ま
す
。

　
　
日
は
落
ち
て
増ます
か
と
ぞ
み
ゆ
る
春
の
水
　
　
几
董

　
こ
れ
は
湖
水
な
り
沼
な
り
も
し
く
は
大
き
な
川
な
り
の
景
色
で
あ
り
ま
し
ょ
う
、
そ
れ
は
春
の
時
候
で

あ
り
ま
す
か
ら
そ
こ
に
湛たた
え
ら
れ
て
い
る
大
水
は
す
な
わ
ち
春
の
水
で
あ
り
ま
す
。
夕
暮
日
輪
が
西
に
落

ち
る
こ
ろ
そ
の
春
の
水
を
見
て
い
る
と
だ
ん
だ
ん
そ
の
水
は
増
し
て
ゆ
く
よ
う
な
心
持
が
す
る
と
い
う
の

で
あ
り
ま
す
。
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な
ぜ
増
し
て
ゆ
く
よ
う
な
心
持
が
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
高
か
っ
た
日
の
次
第
次
第
に
低
く
落

ち
て
ゆ
く
が
た
め
に
水
の
方
が
自
然
高
く
な
る
よ
う
な
心
持
も
い
く
ら
か
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
そ
れ
よ
り

も
日
が
落
ち
た
た
め
に
光
が
弱
く
な
り
そ
の
た
め
に
そ
う
い
う
錯
覚
を
起
こ
す
と
い
う
こ
と
が
主
な
原
因

で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

　
け
れ
ど
も
ま
た
こ
う
い
う
こ
と
を
注
意
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
「
増
か
と
ぞ
見
ゆ
る
」
と
い
う
の

は
「
増
す
よ
う
に
思
え
ば
そ
う
も
思
え
る
」
と
い
う
主
観
味
の
勝
っ
た
言
葉
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
が
こ
の

句
の
眼
目
で
あ
り
ま
し
て
、
元
来
春
の
水
は  

春  

水  

満  

四  

沢  

し
ゅ
ん
す
い
し
た
く
に
み
つ

と
い
う
よ
う
に
潤
沢
な
感
じ
の
す
る
も

の
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
「
日
は
落
ち
て
増
か
と
ぞ
見
ゆ
る
」
と
い
う
十
二
字
は
春
の
水
と
い
う
も
の
の

特
別
の
性
質
を
言
い
表
わ
す
た
め
に
用
い
ら
れ
た
文
字
と
言
っ
て
い
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
た
し
ま

す
と
こ
の
句
に
お
け
る
春
の
水
は
前
二
句
な
ど
よ
り
も
さ
ら
に
い
っ
そ
う
重
大
な
位
置
に
立
っ
て
お
り
ま

す
。

　
　
け
さ
春
の
氷
と
も
な
し
水
の
糟かす
　
　 

召  

波 

し
ょ
う
は

　
こ
の
句
意
は
あ
る
日
の
朝 

手 

水 

鉢 

ち
ょ
う
ず
ば
ち
な
り
盥
た
ら
いな
り
そ
う
い
う
も
の
を
見
ま
す
と
、
春
の
氷
が
張
っ
て
い
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る
に
は
張
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
大
変
に
薄
い
も
の
で
、
手
で
も
さ
わ
れ
ば
す
ぐ
消
え
て
な
く
な

り
そ
う
な
も
の
で
、
春
の
氷
と
い
う
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
水
の
糟
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
だ

と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
句
も
前
句
と
同
じ
く
、
春
の
氷
の
特
性
を
詠
ず
る
こ
と
を
主
に
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
季

の
も
の
と
し
て
の
春
氷
は
句
に
お
け
る
重
大
な
部
分
を
占
め
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
季
の
も
の
の
用
い
方
の
説
明
は
な
お
動
物
、
植
物
、
人
事
、
時
候
か
ら
各
二
句
宛ずつ
を
取
り
出
し
て
そ
れ

に
結
論
を
つ
け
て
一
段
落
と
す
る
は
ず
で
あ
り
ま
す
が
、
あ
ま
り
長
く
な
り
ま
す
か
ら
そ
れ
は
次
章
に
ゆ

ず
り
ま
す
。
た
だ
こ
こ
に
一
言
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
今
回
に
な
っ
て
ま
た
二
、
三
の
新
し
い
俳

人
の
名
に
親
し
く
な
っ
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
ひ
っ
く
る
め
て
そ
の
名
を
あ
げ
て
み
ま
す
と
そ
れ

は
、

　
几
董
、
太
祇
、
蕪
村
、
召
波
の
四
人
で
あ
り
ま
す
。
（15

）

　
こ
の
四
人
は
今
か
ら
百
余
年
前
の
俳
人
で
あ
り
ま
し
て
、
い
ず
れ
も
立
派
な
俳
人
で
あ
り
ま
す
。
前
回

に
私
は
こ
の
道
の
お
祖
師
様
た
る
芭
蕉
と
そ
の
弟
子
四
人
の
名
前
を
挙
げ
ま
し
て
、
そ
れ
ら
の
人
は
二
百

余
年
前
の
立
派
な
俳
人
で
あ
る
と
申
し
ま
し
た
が
、
こ
こ
に
挙
げ
た
四
人
は
百
余
年
前
の
立
派
な
俳
人
で

あ
り
ま
す
。
こ
の
う
ち
で
年
は
太
祇
の
方
が
少
し
上
で
あ
り
ま
す
が
手
腕
か
ら
申
し
ま
し
た
ら
蕪
村
の
方
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を
上
位
に
推
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
几
董
、
召
波
の
二
人
は
蕪
村
の
高
弟
で
あ
り
ま
す
。

　
短
い
講
義
に
、
あ
ま
り
季
題
の
説
明
が
長
き
に
過
ぎ
は
し
な
い
か
と
危
ぶ
ま
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、

俳
句
と
は
ど
ん
な
も
の
か
と
い
う
質
問
に
対
し
、

　
俳
句
は
季
題
を
詠
ず
る
文
学
な
り
。
（16

）

と
答
え
て
も
差
し
支
え
な
い
く
ら
い
に
思
っ
て
お
り
ま
す
か
ら
、
他
の
も
の
は
ど
れ
ほ
ど
簡
約
に
し
て
も
、

こ
の
季
題
の
こ
と
に
つ
い
て
は
十
分
の
弁
を
費
や
さ
ね
ば
な
り
ま
せ
ぬ
。
ゆ
っ
く
り
心
を
落
ち
着
け
て
御

一
読
を
願
い
ま
す
。

　
前
章
に
お
い
て
私
は
季
題
が
ど
ん
な
あ
ん
ば
い
に
俳
句
に
用
い
ら
れ
る
か
、
す
な
わ
ち
季
の
も
の
の
用

い
方
の
説
明
を
実
際
の
句
に
つ
い
て
い
た
し
て
ま
い
っ
て
、
天
文
と
地
理
と
を
終
っ
た
の
で
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
章
に
お
い
て
は
動
物
か
ら
始
め
ま
す
。

　
　
鶯
う
ぐ
い
すの
身
を 

逆  

様 

さ
か
さ
ま

に
初
音
か
な
　
　
其
角

　
こ
の
作
者
其
角
の
名
は
前
に
も
出
ま
し
た
。
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さ
て
こ
の
句
意
は
、
前
章
に
の
べ
た
「
春
の
水
」
の
句
や
「
春
の
氷
」
な
ど
と
同
じ
よ
う
に
「
鶯
」
と

い
う
季
の
も
の
を
主
題
と
し
て
詠
じ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
前
章
に
も
ち
ょ
っ
と
説
明
し
て
お
い
た
通
り
、
鶯
と
い
う
鳥
は
そ
の
前
年
の
秋
か
ら
渡
っ
て
来
て
い
る

　
　
い
わ
ゆ
る
渡
り
鳥
で
あ
る
と
こ
ろ
の
　
　 

頬  

白 

ほ
お
じ
ろ

だ
と
か
鵯
ひ
よ
ど
りだ
と
か
百
舌
鳥

も

ず

だ
と
か
い
う
よ
う
な
小

鳥
類
と
は
全
然
感
じ
を
異
に
し
た
鳥
で
、
春
さ
き
に
な
っ
て
初
め
て
ホ
ー
ホ
ケ
キ
ョ
と
い
う
他
の
小
鳥
な

ど
に
み
る
こ
と
の
で
き
な
い
声
を
し
て
、
庭
の
樹
な
ど
に
来
た
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
い
か
に
も
春
の
心
持

を
一
人
で
了
解
し
て
い
る
よ
う
に
軽
快
に
飛
び
回
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
を
つ
か
ま
え
て
其
角
は
こ
の
句
を

作
っ
た
も
の
で
、
鶯
は
身
を
逆
様
に
し
て
初
音
を
啼
い
た
と
い
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

「
初
音
」
と
い
う
言
葉
は
よ
く
鶯
に
関
連
し
て
用
い
ら
れ
る
言
葉
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
う
ち
に
は
そ
の
鳥

に
対
す
る
待
ち
設
け
の
心
持
が
十
分
に
あ
り
ま
す
。
冬
の
寒
さ
は
誰
も
余
り
好
ま
し
く
な
い
も
の
で
、
そ

の
寒
さ
が
一
日
一
日
と
ゆ
る
み
か
け
て
く
る
と
、
「
も
う
春
が
近
い
。
」
「
も
う
す
ぐ
春
だ
。
」
と
誰
の

心
も
そ
の
春
の
く
る
こ
と
を
ま
ち
設
け
る
、
そ
の
人
々
の
心
を
さ
な
が
ら
承
知
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
鶯

は
真
先
き
か
け
て
ホ
ー
ホ
ケ
キ
ョ
と
い
う
声
を
洩も
ら
す
も
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
春
を
待
つ
と
同
じ
心
を

も
っ
て
、
人
々
は
こ
の
鶯
の
啼
声
を
待
つ
の
で
あ
り
ま
す
。
の
み
な
ら
ず
啼
声
そ
の
も
の
も
流
麗
な
調
子

を
備
え
て
い
る
秋
の
小
鳥
の
そ
れ
ら
と
は
だ
い
ぶ
趣
を
異
に
し
て
い
る
の
で
、
単
に
春
を
待
つ
と
い
う
一
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般
の
待
ち
設
け
の
上
に
、
風
流
韻
事
に
憂
身
を
や
つ
す
人
は
さ
ら
に
そ
の
初
音
を
誰
よ
り
も
先
に
争
い
聴

こ
う
と
す
る
好
事
こ
う
ず
的
な
競
争
を
さ
え
生
ず
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
何
も
こ
れ
と
い
う
用
事
も

な
く
そ
の
日
そ
の
日
を
徒
衣
徒
食
し
恋
を
さ
え
遊
戯
視
し
て
い
た
平
安
朝
時
代
の  

堂  

上  

人  

ど
う
じ
ょ
う
び
と

な
ど
の
中

に
好
ん
で
和
歌
に
も
読
み
こ
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
和
歌
を
父
母
と
し
て
生
ま
れ
た
俳

句
に
も
自
然
こ
の
初
音
と
い
う
文
字
が
踏
襲
さ
れ  

賞    

翫  

し
ょ
う
が
ん

の
意
味
が
そ
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と

も
争
わ
れ
な
い
事
実
で
あ
り
ま
す
。

　
初
音
と
い
う
と
鶯
そ
れ
自
身
の
初
音
の
よ
う
に
解
さ
れ
ま
す
が
、
そ
れ
は
聴
く
人
の
側
に
と
っ
て
の
初

音
で
あ
り
ま
す
。
私
が
今
年
初
め
て
鶯
の
啼
声
を
聴
い
た
ら
そ
れ
が
私
に
と
っ
て
の
初
音
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
句
も
其
角
が
あ
る
年
初
め
て
鶯
の
初
音
を
聴
い
た
、
そ
の
時
鶯
は
尾
を 

空  

様 

そ
ら
ざ
ま

に
足
は
枝
を
踏
ま
え

て
身
を
逆
様
に
し
て
啼
い
た
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。

　
俳
句
は
和
歌
を
父
母
と
し
て
生
ま
れ
た
の
で
や
は
り
初
音
と
い
う
言
葉
の
う
ち
に
賞
翫
の
意
味
が
伝
わ

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
た
だ
い
ま
申
し
ま
し
た
が
、
し
か
し
そ
れ
と
同
時
に
俳
句
に
は
和
歌
に
み
る
こ

と
の
で
き
な
か
っ
た
あ
る
特
色
が
加
わ
っ
て
き
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
和
歌
に
あ
っ
て
は

　
　
浅
み
ど
り
春
立
つ
空
に
鶯
の
初
音
を
ま
た
ぬ
人
は
あ
ら
じ
な
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と
い
う
よ
う
に
、
初
音
を
聴
い
た
時
の
心
の
喜
び
を
主
と
し
て
表
し
て
お
り
ま
す
が
、

　
こ
の
其
角
の
句
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
喜
び
は
客
と
し
て
　
　
和
歌
ほ
ど
に
重
き
を
お
か
な
い
で
　
　
そ

の
初
音
を
啼
く
時
の
目
に
見
た
形
の
客
観
的
描
写
を
主
と
し
て
お
り
ま
す
。
（17

）

　
す
な
わ
ち
こ
の
句
を
読
ん
だ
場
合
は
画
家
が
描
い
た
身
を
逆
様
に
し
て
木
に
と
ま
っ
て
い
る
鶯
の
形
を

想
像
し
得
る
ま
で
に
そ
の
形
の
方
を
主
と
し
て
描
い
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
点
は
前
章
に
お
い
て
、

恋
歌
と
恋
句
と
を
比
較
し
て
恋
歌
は
恋
に
つ
い
て
の
感
情
を
直
叙
し
、
恋
句
は
感
情
を
表
す
と
同
時
に
事

実
を
叙
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
申
し
上
げ
た
そ
の
比
較
と
同
一
の
結
論
に
到
着
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
う
し
て
こ
れ
は
大
概
な
和
歌
と
俳
句
と
を
比
較
し
た
場
合
に
必
ず
到
着
す
る
と
こ
ろ
の
結
論
で
あ
り
ま

す
。

　
　
鷲
の
巣
の
樟
の
枯
枝
に
日
は
入
り
ぬ
　
　
凡
兆

　
凡
兆
と
い
う
名
前
も
か
つ
て
一
度
出
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
さ
て
こ
の
句
意
は
、
人
里
離
れ
た
深
山
な
ど
に
あ
る
樟
の
樹
の
梢
こ
ず
えに
鷲わし
が
巣
を
く
っ
て
い
る
、
そ
の
鷲
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が
巣
を
く
っ
て
い
る
枝
は
枯
枝
で
あ
り
ま
す
が
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
枯
枝
の
あ
た
り
に
赤
い
色
を
し
た
春
の

日
が
落
ち
る
の
を
見
た
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。

　
樟
の
葉
は
冬
も  

凋    

落  

ち
ょ
う
ら
く

し
な
い
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
で
い
て
枯
枝
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
の

で
し
ょ
う
。
こ
う
い
う
植
物
に
詳
し
い
人
の
話
に
常
緑
木
で
も
時
々
落
葉
樹
と
同
様
に
一
時
す
っ
か
り
落

葉
す
る
こ
と
が
あ
る
、
多
分
そ
れ
は
樹
木
の
病
気
な
ど
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
話
し
ま
し
た
が
、
そ
れ

で
な
い
に
し
て
も
、
鷲
が
巣
を
く
っ
て
い
る
よ
う
な
大
樹
に
な
る
と
そ
の
樹
全
体
は
勢
い
よ
く
茂
っ
て
い

る
に
し
て
も
あ
る
枝
だ
け
は
鳥
糞
を
か
ぶ
っ
て
枯
枝
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
場
合
は
よ
く
あ
る
こ

と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
こ
の
句
は
そ
う
い
う
場
合
と
解
釈
す
る
方
が
穏
や
か
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　
な
ぜ
に
特
に
枯
枝
と
い
っ
た
の
だ
ろ
う
、
「
鷲
の
巣
の
樟
の
梢
に
日
は
入
り
ぬ
」
と
言
っ
た
の
で
も
よ

さ
そ
う
な
も
の
だ
と
い
う
よ
う
な
説
が
出
る
か
も
し
れ
ま
せ
ぬ
が
、
こ
れ
は
実
際
枯
枝
で
あ
っ
た
の
だ
ろ

う
と
思
い
ま
す
。
こ
こ
に
お
い
て
私
は
ち
ょ
っ
と
、

　
写
生
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
一
言
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
（18

）

　
こ
の
句
に
は
前
置
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
前
置
に
は
こ
う
あ
り
ま
す
。

　
　
　
越こし
よ
り
飛ひ
騨だ
へ
行
く
と
て
籠かご
の
わ
た
り
の
あ
や
う
き
と
こ
ろ
ど
こ
ろ

　
　
　
道
も
な
き
山
路
に
さ
ま
よ
ひ
て
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こ
の
前
置
は
こ
の
句
の
価
値
を
増
減
す
る
に
足
る
ほ
ど
重
要
な
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
前

条
句
意
を
解
釈
す
る
上
に
は
必
要
の
な
い
も
の
と
し
て
掲
げ
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
句
の
写

生
で
あ
る
こ
と
を
明
白
に
す
る
た
め
に
こ
こ
に
掲
げ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
す
な
わ
ち
こ
の
句
は
こ
の
前
置
に
あ
る
よ
う
に
籠
の
渡
の
あ
る
辺
の
危
う
き
山
路
を
歩
い
て
い
る
時
分

に
、
ふ
と
見
る
と
向
こ
う
の
樟
の
樹
の
あ
る
枯
れ
た
枝
の
上
に
鷲
が
巣
を
く
っ
て
い
る
、
そ
の
辺
に
春
の

日
も
は
い
っ
て
し
ま
っ
た
と
こ
う
い
う
の
で
あ
っ
て
、
目
の
前
に
映
じ
た
光
景
を
そ
の
ま
ま
に
写
し
と
っ

た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
私
共
は
常
に
、

　
自
然
の
、
偉
大
で
創
造
的
で
変
化
に
富
ん
で
い
る
こ
と
に
驚
嘆
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
自
然
に
比

べ
る
と
人
間
の
頭
は
小
さ
く
て
単
調
な
も
の
で
あ
り
ま
す
。
（19

）

　
　
　
も
っ
と
も
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
随
分
議
論
の
あ
る
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
わ
が
読
者
諸
君

は
、
人
間
の
頭
を
小
に
し
て
単
調
な
も
の
と
し
、
自
然
を
大
に
し
て
変
化
に
富
め
る
も
の
と
お
考
え
に
な

る
こ
と
を
必
要
と
存
ず
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
写
生
と
い
う
こ
と
は
こ
の
自
然
を
偉
大
と
し
創
造
的
と
し
、
変
化
に
富
ん
だ
も
の
と
す
る
信
仰
の
上
に

立
つ
の
で
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
我
等
の
小
さ
い
頭
で
は
と
て
も
新
し
い
変
化
の
あ
る
こ
と
を
考
え
出
す

こ
と
は
で
き
な
い
。
変
化
の
あ
る
新
し
い
こ
と
を
見
出
み
い
だ
す
の
に
は
自
然
を
十
分
に
観
察
し
研
究
す
る
必
要
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が
あ
る
、
こ
の
自
然
の
観
察
研
究
か
ら
く
る
句
作
法
を
私
共
は
写
生
と
呼
ん
で
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
私
は
其
角
の
鶯
の
句
も
単
に
心
の
喜
び
を
表
わ
す
和
歌
な
ど
と
違
っ
て
形
を
描
く
方
面
に
一
歩
を
進
め

て
い
る
こ
と
を
前
に
お
話
し
ま
し
た
が
、
し
か
し
「
身
を
逆
様
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
そ
の
時
も
申
し

ま
し
た
よ
う
に
す
で
に
多
く
の
画
家
な
ど
の
研
究
し
て
い
た
形
で
あ
っ
て
、
其
角
は
無
声
の
画
を
有
声
の

詩
に
翻
訳
し
た
と
い
う
に
す
ぎ
な
い
程
度
の
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
凡
兆
の
句
に
な
り
ま
す
と
全
然

  

旧    

窼  

き
ゅ
う
そ
う

を
脱
し
た
清
新
な
句
で
、
と
て
も
机
上
で
こ
し
ら
え
あ
げ
た
句
で
な
く
写
生
の
句
で
あ
り
ま
す
。

其
角
の
句
が
当
時
に
あ
っ
て
芭
蕉
な
ど
を
驚
か
し
「
晋
子
し
ん
し
（
其
角
）
の
俳
諧
は
伊
達
風
流
に
し
て
作
意
の

働
き
面
白
き
に
あ
り
」
な
ど
と
言
わ
し
め
た
に
か
か
わ
ら
ず
何
だ
か
ま
だ
一
皮
脱
し
得
な
い
古
臭
を
帯
び

て
い
る
の
に
対
し
、
凡
兆
の
句
は
大
方
清
新
に
し
て
し
か
も
ど
こ
と
な
く
大
き
い
と
こ
ろ
の
あ
る
　
　
仮

り
に
彫
刻
に
た
と
え
て
い
え
ば
鑿のみ
の
使
い
よ
う
が
ず
ば
ず
ば
と
く
っ
た
く
な
く
大
き
い
　
　
と
い
う
の
も

  

畢    

竟  

ひ
っ
き
ょ
う

こ
の
写
生
か
ら
く
る
強
味
な
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

　
写
生
に
つ
い
て
は
ペ
ー
ジ
数
の
許
す
限
り
一
項
を
設
け
て
い
ま
少
し
お
話
い
た
し
た
い
所
存
で
お
り
ま

す
が
、
こ
れ
は
俳
句
の
み
な
ら
ず
一
般
文
芸
の
上
に
わ
た
る
議
論
で
そ
こ
を
詳
し
く
お
話
す
る
余
裕
が
あ

る
か
な
い
か
判
り
ま
せ
ん
か
ら
、
季
題
の
途
中
で
は
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
に
一
つ
の
断
案
を
下
し
て
お
き

ま
す
。
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七
　
俳
句
を
作
る
に
は
写
生
を
最
も
必
要
な
る
方
法
と
し
ま
す

　
さ
て
こ
の
句
の
季
題
は
何
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
「
鷲
の
巣
」
が
季
題
に
な
っ
て
春
季
の
句
に
な
っ
て
い

る
の
で
あ
り
ま
す
。
一
体
鳥
類
は
春
季
に
巣
を
く
っ
て
、
そ
こ
に
卵
を
産
み
こ
れ
を
孵ふ
化か
さ
す
の
で
あ
り

ま
す
。
上
野
の
動
物
園
の
あ
の
た
く
さ
ん
鳥
の
入
れ
て
あ
る
金
網
の
中
に
一
本
の
松
の
樹
が
あ
り
ま
す
が
、

あ
る
時
私
は
桜
の
花
の
咲
い
て
い
る
こ
ろ
そ
こ
に
行
っ
て
み
る
と
、
一
匹
の
鳥
は
金
網
の
中
に
落
と
さ
れ

て
い
る
乏
し
い
小
枝
や 

藁  
切 

わ
ら
き
れ

を
集
め
て
そ
の
松
の
樹
の
梢
に
巣
ら
し
い
も
の
を
作
っ
て
お
り
ま
し
た
。

話
が
余
談
に
わ
た
り
ま
し
た
が
「
鳥
の
巣
」
と
い
う
と
そ
れ
は
春
季
の
も
の
と
ち
ゃ
ん
と
俳
句
で
は
き
ま

っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
次
に
植
物
に
進
み
ま
す
。

　
　
梅
一
輪
〳
〵
ほ
ど
の
暖
か
さ
　
　
嵐
雪

　
嵐
雪
と
い
う
名
前
は
初
め
て
出
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、
こ
の
ひ
と
は
其
角
と
並
び
称
せ
ら
れ
た
芭
蕉
門
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下
の 

双  

壁 

そ
う
へ
き

で
あ
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
句
意
は
梅
の
花
が
一
昨
日
は
た
だ
一
輪
見
え
た
の
が
昨
日
は
二
輪
今
日
は
三
輪
に
な
っ
て
そ
の
梅
の
花

の
ぼ
つ
ぼ
つ
と
数
を
増
し
て
く
る
に
従
っ
て
、
ど
こ
と
な
く
春
ら
し
い
暖
か
さ
も
増
し
て
く
る
と
い
う
の

で
あ
り
ま
す
。
も
し
春
意
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
天
地
の
間
に
動
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
一
輪
一
輪
と
開

い
て
ゆ
く
梅
は
そ
れ
を
シ
ン
ボ
ラ
イ
ズ
し
た
よ
う
な
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
と
同
じ
意
味
で
そ
の
一
輪

一
輪
の
梅
は
春
暖
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
人
の
目
に
映
ず
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
句
は
「
梅
」
が
季
題
で
あ
り
ま
す
。
「
曖
か
」
と
い
う
の
も
や
は
り
季
題
で
そ
の
方
は
「
時
候
」

の
方
に
属
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
句
の
ご
と
き
は

　
季
重
な
り
（20

）

と
い
う
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
季
重
な
り
は
い
け
な
い
と
一
概
に
排
斥
す
る 

月  

並 

つ
き
な
み

宗
匠
輩
の
言
葉
は
と

る
に
足
り
ま
せ
ぬ
。
季
重
な
り
は
む
し
ろ
大
概
な
場
合
さ
し
つ
か
え
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
た
だ
「
春
風
」

と
か
「
春
の
月
」
と
か
い
う
春
と
い
う
字
の
く
っ
つ
い
て
い
る
の
に
さ
ら
に
春
季
の
季
題
で
あ
る
「
霞
か
す
み」

「
氷
解
」
「
燕
」
「
桜
の
花
」
「 

種  

蒔 

た
ね
ま
き

」
「
長
閑
の
ど
か
」
な
ど
を
あ
わ
せ
用
う
る
こ
と
は
重
複
し
た
感
じ
を

与
え
る
こ
と
に
な
る
か
ら
こ
れ
を
忌
む
の
で
あ
り
ま
す
。
と
い
う
の
は
す
で
に
「
霞
」
「
氷
解
」
「
燕
」

「
桜
の
花
」
「
種
蒔
」
「
長
閑
」
な
ど
は
春
季
の
も
の
と
き
ま
っ
て
い
る
の
に
「
春
風
」
と
か
「
春
の
月
」
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と
か
わ
ざ
わ
ざ
春
と
い
う
こ
と
わ
り
の
つ
い
た
文
字
を
用
い
た
季
題
を
、
そ
の
上
に
重
ね
て
用
う
る
と
い

う
こ
と
は
ま
っ
た
く
無
用
の
こ
と
と
せ
ね
ば
な
り
ま
せ
ぬ
。

　
な
お
こ
れ
と
同
じ
よ
う
な
理
由
の
も
と
に
、
必
ず
し
も
「
春
」
の
字
の
く
っ
つ
い
た
も
の
で
な
く
と
も

季
題
を
重
ね
用
う
る
こ
と
が
無
用
な
場
合
も
ほ
か
に
な
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
は
大
方
実
際
の
句

に
つ
い
て
み
な
い
と
明
白
に
是
非
を
い
う
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
か
ら
こ
こ
に
は
略
し
ま
す
。
ま
た
「
春
」

の
字
の
く
っ
つ
い
た
季
題
の
も
の
で
も
時
と
場
合
に
よ
っ
て
は
他
の
季
題
と
重
ね
用
い
て
も
差
し
支
え
の

な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
も
実
例
に
つ
い
て
言
わ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
か
ら
こ
こ
に
略
し
ま
す
。
ま
た

春
季
と
夏
季
と
の
季
重
な
り
、
冬
季
と
春
季
と
の
季
重
な
り
と
い
う
よ
う
な
場
合
も
往
々
に
し
て
あ
り
ま

す
。
そ
れ
ら
も
大
体
に
お
い
て
さ
し
つ
か
え
な
い
も
の
と
お
認
め
を
願
い
ま
す
。
そ
れ
で
私
は
従
来
の
俳

句
の
規
則
に
さ
か
ら
っ
て
、
一
つ
断
案
を
下
し
て
お
き
ま
す
。

　
　
八
　
季
重
な
り
は
俳
句
に
お
い
て
重
大
な
問
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん

　
さ
て
こ
の
嵐
雪
の
句
に
お
け
る
季
題
「
梅
」
と
「
暖
か
」
の
季
重
な
り
は
や
は
り
そ
れ
ほ
ど
重
大
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
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草  

臥 
く
た
び
れ

て
宿
か
る
頃
や
藤
の
花
　
　
芭
蕉

　
芭
蕉
は
ほ
と
ん
ど 

雲  

水 

う
ん
す
い

の
僧
同
様
日
本
国
中
を 

行  

脚 

あ
ん
ぎ
ゃ

し
て
廻まわ
っ
た
人
で
、
こ
の
句
も
そ
の
旅
行
の

句
で
あ
り
ま
す
。
今
日
も
何
里
か
の
道
を
歩
い
た
の
で
も
う
大
分
く
た
び
れ
た
、
あ
た
か
も
人
家
の
あ
る

所
に
出
た
の
で
、
一
つ
こ
の
家
に
今
宵
こ
よ
い
一
夜
の
宿
を
乞こ
お
う
と
思
う
心
が
動
い
た
、
そ
の
時
前
の
山
か
そ

の
家
の
軒
端
か
に
静
か
に
長
く
垂
れ
て
い
る
藤
の
花
に
目
が
と
ま
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
句
は
「
藤
の
花
」
を
主
に
し
て
作
っ
た
句
で
し
ょ
う
か
、
あ
る
い
は
「
藤
の
花
」
は
ま
っ
た
く
副そ

   

物 

え
も
の
で
、
「
草
臥
れ
て
宿
か
る
頃
」
の
旅
情
を
主
と
し
て
歌
っ
た
も
の
で
し
ょ
う
か
。

　
こ
の
句
は
事
実
ど
ち
ら
に
も
み
ら
れ
る
ほ
ど
に
双
方
と
も
に
重
き
が
お
か
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

と
り
も
な
お
さ
ず
双
方
が
し
っ
く
り
と
合
っ
て
互
い
に
客
と
な
り
主
と
な
り 

渾  

然 

こ
ん
ぜ
ん

と
し
て
一
つ
の
感
じ

と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
旅
人
が
草
臥
れ
て
宿
を
借
り
よ
う
と
す
る
時
の
淋さび
し
い
、
し

か
し
な
が
ら
静
か
な
ゆ
と
り
の
あ
る
心
持
と
、
藤
の
花
の
美
し
い
、
し
か
し
な
が
ら
静
か
な
淋
し
い
心
持

と
が
あ
た
か
も
互
い
に
そ
の
心
持
を
説
明
し
あ
っ
て
い
る
よ
う
に
よ
く
調
和
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
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耕
や
世
を
捨
人
の
軒
端
ま
で
　
　
大
魯
た
い
ろ

　
大
魯
と
い
う
の
は
蕪
村
の
高
弟
の
一
人
で
あ
り
ま
す
。

　
以
下
の
引
例
は
す
べ
て 

天  

明 

て
ん
め
い

時
代
の
人
々
の
方
に
移
り
ま
す
。
「
耕
」
と
い
う
の
は
「
畑
打
」
と
同

じ
こ
と
な
の
で
あ
り
ま
す
。 

元  

禄 

げ
ん
ろ
く

時
代
で
は
ま
だ
こ
う
い
う
文
字
は
使
わ
な
か
っ
た
よ
う
で
す
が
、
天

明
に
至
っ
て
蕪
村
一
派
の
漢
語
癖
か
ら
好
ん
で
こ
う
い
う
文
字
を
使
う
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

元
禄
、
天
明
の
間
に
は
前
に
も
申
し
ま
し
た
通
り
お
よ
そ
百
年
の
間
隔
が
あ
り
ま
す
。

　
さ
て
句
意
は
、
百
姓
が
畑
を
打
っ
て
い
る
、
そ
こ
に
世
を
捨
て
た
人
が
庵
い
お
りを
結
ん
で
住
ま
っ
て
い
る
、

そ
の
人
の
軒
端
ま
で
打
っ
て
行
っ
た
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
軒
端
ま
で
打
つ
と
い
う
の
は
ち
ょ
っ
と
変

に
聞
こ
え
ま
す
が
、
そ
の
庵
の
塀
も
し
く
は
垣
ま
で
打
っ
て
行
っ
た
と
い
う
の
と
大
同
小
異
で
あ
り
ま
す
。

塀
も
し
く
は
垣
と
い
う
と
何
だ
か
そ
の
家
に
囲
い
な
ど
が
あ
っ
て
相
当
な
構
え
の
う
ち
ら
し
く 

捨  

人 

す
て
び
と

の

庵
と
い
う
心
持
が
し
な
い
、
軒
端
ま
で
打
っ
て
行
っ
た
と
い
う
の
で
い
か
に
も
あ
ら
わ
な
規
模
の
小
さ
い

そ
の
庵
の
様
が
思
い
や
ら
れ
ま
す
。
こ
の
上
さ
ら
に 
一  
鍬 
ひ
と
く
わ

加
う
れ
ば
も
う
そ
の
庵
の
軒
端
を
切
り
か
き

も
し
そ
う
な
心
持
が
し
ま
す
。

「
耕
や
」
と
い
う
の
は
現
在
の
言
葉
で
あ
り
ま
す
が
、
し
か
し
俳
句
で
は
必
ず
し
も
現
在
の
言
葉
で
現
在
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を
表
わ
す
も
の
と
は
限
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
句
全
体
を
見
渡
し
た
場
合
、
こ
れ
は
現
在
の
言
葉
で
は
あ
る

が
過
去
を
表
わ
し
た
も
の
と
見
る
方
が
妥
当
だ
と
い
う
よ
う
な
場
合
も
往
々
に
し
て
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
し
か
し
こ
の
句
は
や
は
り
現
在
の
も
の
と
す
る
方
が
普
通
の
解
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

　
俳
句
の
文
法
は
普
通
に
我
等
の
使
っ
て
い
る
言
葉
の
用
法
に
従
っ
て
、
そ
れ
で
格
別
の
不
都
合
は
生
じ

な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
（21

）

　
た
だ
な
る
べ
く
簡
潔
に
叙
す
る
必
要
か
ら
普
通
の
文
章
や
言
葉
に
く
ら
べ
て
文
字
の
省
略
が
行
わ
れ
ま

す
。
そ
の
た
め
一
見
破
格
と
な
り
あ
た
か
も
俳
句
特
別
の
文
法
が
あ
る
か
の
ご
と
く
み
ゆ
る
の
で
あ
り
ま

す
。
こ
と
に
「
や
」
「
か
な
」
そ
の
他
の
切
字
は
俳
句
特
有
の
意
味
を
さ
え
有
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る

の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
、

　
切
字
に
つ
い
て
は
別
に
論
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
が
、
切
字
以
外
の
文
法
は
格
別
論
ず
る
必
要
も
な

い
こ
と
と
思
い
ま
す
。
（22

）

　
芭
蕉
の
弟
子
の
う
ち
に
、

　
支
考
し
こ
う
と
い
う
男
が
お
り
ま
し
て
、
俳
句
の
文
法
な
ど
を
講
じ
、
当
時
の
無
学
な
俳
人
共
を
煙
に
巻
い
て

以
来
宗
匠
の
中
に
は
と
か
く 

俳  

諧 

は
い
か
い

文
法
論
が
盛
ん
で
あ
り
ま
す
が
、
私
は
全
然
こ
れ
を
無
用
の
も
の
と

し
て
排
斥
し
ま
す
。
（23

）
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そ
う
し
て
こ
こ
に
一
つ
断
案
を
下
し
て
お
き
ま
す
。

　
　
九
　
俳
句
の
文
法
と
い
っ
て
特
別
の
文
法
は
存
在
い
た
し
ま
せ
ん

　
こ
の
句
に
お
け
る
季
題
の
用
い
ら
れ
方
は
や
は
り
「
耕
」
と
い
う
季
題
の
あ
る
特
別
の
場
合
を
叙
し
た

も
の
で
、
同
時
に
季
題
の
性
質
の
あ
る
点
を
説
明
し
た
形
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
鶯
の
句
に
似
て
い
ま

す
。

　
　 

初  

午 

は
つ
う
ま

や
足
踏
れ
た
る
申
分
　
召
波

　
召
波
の
名
は
前
に
一
度
出
ま
し
た
。
蕪
村
高
弟
随
一
人
で
あ
り
ま
す
。
も
っ
と
も
よ
く
蕪
村
に 

親  

炙 

し
ん
し
ゃ

し
た
点
に
お
い
て
は
几
董
に
似
て
い
ま
す
が
、
俳
句
の
技
倆
か
ら
い
っ
た
ら
几
董
以
上
と
い
っ
て
も
い
い

か
と
思
い
ま
す
。
と
も
か
く
、
几
董
、
召
波
、
大
魯
あ
た
り
は
あ
ま
り
力
に
甲
乙
の
な
い
天
明
時
代
の
作

家
で
あ
り
ま
す
。

　
さ
て
句
意
は
、
初
午
す
な
わ
ち
二
月
の
最
初
の
午
の
日
に
は
、
稲
荷
神
社
は
も
と
よ
り
の
こ
と
、
大
名
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そ
の
他
大
き
な
邸
宅
の
中
に
あ
る
稲
荷
い
な
り
に
も
多
く
の
人
が 

参  

詣 

さ
ん
け
い

す
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
ふ
と
足
を
踏

ま
れ
た
。
武
士
と
し
て
人
に
足
を
踏
ま
れ
た
と
あ
っ
て
は
だ
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
で
き
ん
。
そ
こ
で
「
な

ぜ
足
を
踏
ん
だ
。
」
と
と
が
め
立
て
を
す
る
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
召
波
は
た
し
か
武
士
で
あ
っ
た
は

ず
で
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
句
の
初
午
と
い
う
季
題
の
使
い
具
合
は
、
前
条
の
畑
打
な
ど
と
大
同
小
異
で
あ
り
ま
す
。

　
次
に
最
後
の
時
候
に
移
り
ま
す
。

　
　
元
日
の
酔
詫
に
来
る
二
月
か
な
　
　
几
董

　
几
董
の
こ
と
は
前
条
に
申
し
ま
し
た
。

　
句
意
は
元
日
に
年
始
に
来
て
大
変
酔
っ
ぱ
ら
っ
て
失
礼
を
し
た
　
　
何
か
落
度
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ

う
　
　
と
言
っ
て
二
月
に
な
っ
て
か
ら
詫
び
に
来
た
、
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
句
の
季
題
は
「
二
月
」
で
あ
り
ま
す
。
「
元
日
」
も
季
題
で
あ
り
ま
す
か
ら
そ
の
点
か
ら
い
う
と

季
重
な
り
で
あ
り
ま
す
が
、
し
か
し
こ
の
場
合
は
前
の
「
梅
一
輪
」
の
句
な
ど
ほ
ど
に
も
季
重
な
り
の
感

じ
が
し
ま
せ
ん
。
「
元
日
」
は
季
の
も
の
で
あ
り
な
が
ら
こ
の
場
合
「
季
」
の
感
じ
は
ほ
と
ん
ど
な
く
な
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っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
こ
の
句
も
「
二
月
」
の
あ
る
事
実
を
叙
し
た
の
で
あ
っ
て
、
前
の
「
耕
」
の
句
な

ど
と
は
や
は
り
大
同
小
異
で
あ
り
ま
す
。

　
　
長
閑
の
ど
か
さ
や
早
き
月
日
を
忘
れ
た
る
　
　
太
祇

　
太
祇
の
名
前
も
前
章
に
出
ま
し
た
。
太
祇
は
そ
の
節
も
申
し
ま
し
た
通
り
蕪
村
よ
り
先
輩
で
あ
り
、
几

董
、
召
波
あ
た
り
よ
り
手
腕
も
一
等
上
と
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
天
明
に
お
い
て
は
蕪
村
に
つ
い
で

の
俳
家
で
あ
り
ま
す
。

　
句
意
は
春
の
日
の
長
閑
な
趣
を
い
っ
た
の
で
、
烏
兎
匆
々

う
と
そ
う
そ
う
と
い
っ
た
り
、 

光  

陰  

如  

矢 

こ
う
い
ん
や
の
ご
と
し
と
い
っ
た
り

す
る
そ
の
早
い
月
日
を
こ
の
ご
ろ
は
気
候
の
長
閑
な
の
で
考
え
も
せ
ず
に
い
た
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。

　
季
題
の
用
い
具
合
は
春
の
水
な
ど
と
同
様
そ
の
季
題
の
特
質
を
叙
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
以
上
で
天
文
、
地
理
、
動
物
、
植
物
、
人
事
、
時
候
各
二
句
宛
の
例
句
に
つ
い
て
季
題
が
い
か
に
句
に

用
い
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
説
明
を
試
み
ま
し
た
。

　
さ
て
そ
の
説
明
か
ら
お
よ
そ
三
通
り
の
用
い
方
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
第
一
は
季
題
が
主
題
と
な
っ
て
い
る
場
合
　
　
「
春
の
水
」
「
春
の
氷
」
「
鶯
」
「
耕
」
「
初
午
」
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「
二
月
」
「
長
閑
」
な
ど
の
句
の
場
合

　
第
二
は
季
題
が
重
く
用
い
ら
れ
る
場
合
　
　
「
春
雨
」
「
藤
の
花
」

　
第
三
は
季
題
が
比
較
的
軽
く
用
い
ら
れ
た
場
合
　
　
「
東
風
」
「
鷲
の
巣
」
「
梅
」

　
ま
ず
以
上
の
通
り
で
あ
り
ま
す
。
も
っ
と
も
こ
う
分
類
す
る
と
い
う
こ
と
は
実
は
少
々
無
理
な
こ
と
で
、

解
釈
の
し
よ
う
に
よ
れ
ば
、
軽
く
用
い
ら
れ
た
も
の
も
重
く
用
い
ら
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
ぬ
こ
と
も
な
し
、

ま
た
重
く
用
い
ら
れ
た
と
い
う
も
の
も
主
題
と
し
て
用
い
ら
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
ぬ
こ
と
は
な
い
の
で
あ

り
ま
す
が
、
ま
ず
大
体
に
お
い
て
こ
う
分
類
す
る
こ
と
も
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
私
は
本
章
の
初
め
に
お

い
て
（16

）
で
申
し
た
よ
う
に
、
俳
句
は
季
題
を
詠
ず
る
文
学
な
り
と
断
定
を
下
し
て
し
ま
っ
て
も
い
い

の
で
あ
り
ま
す
が
、
し
か
し
以
上
の
よ
う
に
同
じ
季
題
で
あ
っ
て
も
そ
の
用
い
方
に
軽
重
が
あ
り
ま
す
か

ら
い
ま
少
し 

広  

汎 

こ
う
は
ん

な
意
味
の
も
の
と
し
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
私
は
第
一
章
総
論
の
節
（
第
四
）

に
お
い
て
「
俳
句
に
は
必
ず
季
の
も
の
を
詠
み
こ
み
ま
す
」
と
い
う
断
定
を
下
し
て
お
い
た
そ
れ
を
や
は

り
そ
の
ま
ま
保
存
す
る
必
要
を
み
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
こ
と
に
明
治
以
後
の
句
に
な
り
ま
す
と
、
中
に
は
だ
ん
だ
ん
と
季
題
を
軽
く
用
う
る
傾
向
を
現
わ
し
て

き
て
季
題
は
ま
っ
た
く
の
副そえ
も
の
と
な
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
を
往
々
見
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
う

い
う
場
合
に
（16

）
の
よ
う
に
「
俳
句
は
季
題
を
詠
ず
る
文
学
な
り
」
と
す
る
こ
と
は
多
少
無
理
と
も
な
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り
ま
す
か
ら
、
最
も
普
通
の
俳
人
仲
間
の
用
語
に
従
っ
て
「
読
み
こ
む
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
お
い
た

の
で
あ
り
ま
す
。

　
し
か
し
な
が
ら
事
実
季
題
を
軽
視
す
る
句
が
往
々
に
し
て
あ
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
全
然
季
題
を
軽

視
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
点
に
俳
句
の
生
命
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
も
し
俳
句
の 

趨  

勢 

す
う
せ
い

が
い
よ
い
よ

進
ん
で

　
ま
っ
た
く
季
題
を
閑
却
す
る
時
が
き
た
ら
そ
れ
は
も
う
俳
句
で
は
な
く
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。
（24

）

　
こ
こ
が
最
も
大
事
な
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
俳
句
は
ど
こ
ま
で
も
季
を
読
み
こ
ま
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
た
と
い
多
少
季
題
を
軽
視
す
る
よ
う
な
場
合
が
あ
っ
て
も
ど
こ
ま
で
も
季
題
を
読
み
こ
む
と
い
う
こ

と
が
俳
句
の
一
大
条
件
で
あ
り
ま
す
。

　
な
お
明
治
以
後
の
俳
句
が
い
か
に
季
題
を
取
り
扱
お
う
と
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
簡
単
に

一
言
を
費
や
す
つ
も
り
で
す
が
、
そ
れ
は
こ
の
季
題
の
項
で
は
わ
ざ
と
は
ぶ
き
ま
す
。
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第
三
章
　
切
字

　
こ
の
小
講
義
に
は
少
し
長
過
ぎ
る
ほ
ど
季
題
の
こ
と
を
お
話
い
た
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
俳
句
に
は
季
題

ほ
ど
大
事
な
も
の
は
な
い
か
ら
で
あ
り
ま
し
た
。
も
し
俳
句
か
ら
季
題
を
取
り
去
っ
た
ら
そ
れ
は
俳
句
そ

の
も
の
で
な
く
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。
ち
ょ
う
ど
砂
糖
か
ら
甘
味
を
取
り
去
っ
て
し
ま
っ
た
ら
砂
糖
そ
の

も
の
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
と
お
な
じ
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　
そ
の
季
題
に
次
い
で
大
切
な
こ
と
は
何
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
や
は
り
古
人
も
申
し
た
通
り
そ
れ
は
切
字

で
あ
る
と
私
は
お
答
え
を
い
た
し
ま
す
。

　
切
字
の
こ
と
を
い
う
と
す
ぐ
俳
句
の
文
法
と
言
い
た
が
る
人
が
あ
り
ま
し
ょ
う
。
切
字
を
説
く
な
ら
な

ん
で
そ
の
根
本
に
遡
さ
か
の
ぼっ
て
俳
句
の
文
法
を
説
か
ぬ
か
と
い
う
で
し
ょ
う
。
私
は
（21

）
に
お
い
て
す
で
に

大
体
の
意
見
を
申
し
述
べ
た
通
り
そ
う
い
う
こ
と
を
い
う
人
は
形
式
上
の
完
備
を
必
要
と
す
る
人
で
実
際

に
は
甚
だ
迂
遠
う
え
ん
な
人
だ
と
考
え
ま
す
。

　
私
は
俳
句
の
文
法
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
ど
こ
ま
で
も 
軽  
蔑 
け
い
べ
つ

し
ま
す
。
そ
う
し
て
（
九
）
お
よ
び

（21

）
で
も
申
し
た
通
り
、
俳
句
の
文
法
を
検しら
べ
た
け
れ
ば
ま
ず
普
通
に
話
す
我
等
の
言
葉
の
文
法
か
ら
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し
て
お
検
べ
な
さ
い
と
申
し
上
げ
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。
文
法
は
軽
蔑
し
ま
せ
ん
が
特
に
俳
句
の
文
法
と

い
っ
て
こ
と
ご
と
し
く
論
を
や
る
人
を
軽
蔑
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
て
俳
句
と
し
て
文
字
の
駆
使

の
上
に
や
や
特
別
な
切
字
の
こ
と
を
こ
の
章
に
お
い
て
お
話
し
申
し
上
げ
よ
う
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

　
さ
て
切
字
と
は
ど
ん
な
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
の
主
要
な
も
の
を
一
、
二
あ
げ
て
み
ま
す
れ
ば
、

「
け
り
」
「
な
り
」
「
あ
り
」
「
た
り
」
「
れ
り
」
「
や
」
「
か
な
」
な
ど
の
類
た
ぐ
いで
あ
り
ま
す
。
ま
ず
こ

れ
ら
の
切
字
を
実
例
に
つ
い
て
検
べ
て
い
っ
て
み
よ
う
と
思
い
ま
す
。

　
　
菊
を
切
る
跡
ま
ば
ら
に
も
な
か
り
け
り
　
　
其
角

　
其
角
は
前
に
も
度
々
出
た
こ
と
の
あ
る
人
で
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
句
の
場
合
「
け
り
」
を
切
字
と
申
し
ま
す
。
す
な
わ
ち
こ
の
「
け
り
」
と
い
う
文
字
に
よ
っ
て
一

句
の
意
味
が
切
れ
る
　
　
終
末
を
告
げ
る
　
　
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
切
字
と
い
う
名
前
が
起
こ
っ
た
も
の

と
思
い
ま
す
。

　
庭
に
菊
畑
が
あ
る
、
そ
の
菊
を
自
分
の
家
の 

花  

生 

は
な
い
け

に
生
け
る
た
め
に
か
、
も
し
く
は
人
に
や
る
た
め

に
か
と
に
か
く
三
本
な
り
五
本
な
り
を
切
っ
た
、
何
だ
か
庭
の
花
の
多
く
の
部
分
を
切
り
取
っ
て
し
ま
っ
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た
か
の
よ
う
な
心
持
が
す
る
の
で
あ
る
が
、
さ
て
振
り
返
っ
て
眺
め
て
み
る
と
依
然
と
し
て
菊
花
壇
は
菊

花
壇
で
、
別
に
あ
と
が
ま
ば
ら
に
な
っ
た
よ
う
に
も
見
え
な
い
と
こ
う
い
う
句
意
で
あ
っ
て
こ
れ
を
俗
語

に
訳
し
て
み
る
と
「
…
…
跡
が
格
別
ま
ば
ら
で
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
」
と
い
う
く
ら
い
の
意
味
で
あ
り

ま
す
。
そ
う
す
る
と
「
け
り
」
と
い
う
文
語
体
の
切
字
は
極
め
て
卑
近
な
「
で
し
た
」
と
い
う
口
語
体
の

助
辞
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

　
次
に
、

　
　
鉢
た
ゝ
き
来
ぬ
夜
と
な
れ
ば
朧
な
り
　
　
去
来

　
去
来
も
其
角
同
様
も
は
や
読
者
諸
君
の
旧
知
の
は
ず
で
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
句
の
場
合
「
な
り
」
を
切
字
と
申
し
ま
す
。
こ
の
「
な
り
」
と
い
う
文
字
に
よ
っ
て
一
句
の
意
味

が
切
れ
る
こ
と
は
前
句
の
「
け
り
」
と
同
様
で
あ
り
ま
す
。

　
鉢
た
た
き
と
い
う
の
は
京
都
に
あ
る
も
の
で
、
旧
暦
の
十
一
月
十
三
日
か
ら
四
十
八
夜
の
間  

瓢    

箪  

ひ
ょ
う
た
ん

を
た
た
き
空 

也 

念 

仏 

く
う
や
ね
ん
ぶ
つ

を
唱
え
て
歩
く
も
の
で
、
極
め
て
卑
近
な
行
ぎ
ょ
うを
し
て
俗
衆
を
教
化
し
よ
う
と
し
た

空
也
上
人
の
衣
鉢
い
は
つ
を
伝
え
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
鉢
た
た
き
が
来
ぬ
よ
う
に
な
る
と
も
う
い
つ
の
間
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に
か
春
ら
し
く
な
っ
て
い
て
夜
の
景
色
が
朧
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
切
字
「
な
り
」
も
俗
語

に
訳
し
て
み
る
と
、
「
で
あ
る
」
と
い
う
極
め
て
普
通
の
助
辞
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

　
次
に
、

　
　
梅
咲
い
て
人
の
怒
の
悔
も
あ
り
　
　
露
沾
ろ
せ
ん

　
こ
の
作
者
は
初
め
て
諸
君
の
眼
に
触
れ
た
こ
と
と
思
い
ま
す
。

「
あ
り
」
が
切
字
で
あ
る
こ
と
は
「
け
り
」
「
な
り
」
の
類
と
同
様
で
あ
り
ま
す
。
あ
る
い
は
「
も
あ
り
」

を
切
字
と
み
て
も
さ
し
つ
か
え
あ
り
ま
せ
ん
。

　
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
非
常
に
腹
を
た
て
た
。
が
、
ふ
と
梅
の
咲
い
て
い
る
の
を
見
る
と
、
そ
の
腹
を
た

て
た
と
い
う
こ
と
が
後
悔
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
ま
だ
冬
の
寒
さ
の
ま
っ
た
く

と
り
き
れ
な
い
春
先
に
あ
っ
て
、
枯
木
の
梢
こ
ず
えに
清
香 
馥  

郁 
ふ
く
い
く

た
る
白
い
花
を
つ
け
る
、
痩や
せ
て
気
高
い
聖

賢
に
接
す
る
よ
う
な
様
を
見
る
と
、
つ
ま
ら
ぬ
こ
と
に
腹
を
た
て
た
の
が
恥
ず
か
し
く
な
る
、
と
い
う
の

で
あ
り
ま
す
。
自
分
の
悔
い
る
心
持
を
い
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
を
一
般
の
人
に
当
て
は
め
て
、

梅
の
咲
い
た
に
つ
け
て
そ
こ
に
い
ろ
い
ろ
の
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
に
人
の
怒
り
を
後
悔
す
る
と
い
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う
こ
と
も
あ
る
と
、
わ
ざ
と
よ
そ
よ
そ
し
く
言
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
「
も
あ
り
」
も
こ
う
話
し
て
言
っ

て
み
る
と
何
で
も
な
く
や
は
り
「
も
あ
り
ま
す
」
と
い
う
普
通
の
用
語
と
い
う
こ
と
に
帰
着
す
る
の
で
あ

り
ま
す
。

　
次
に
、

　
　
秋
の
空
澄
た
る
ま
ゝ
に
日
暮
た
り
　
　
亜
満
あ
ま
ん

「
た
り
」
が
切
字
で
あ
り
ま
す
。

　
秋
の
空
は
春
や
夏
に
く
ら
べ
る
と
い
か
に
も
心
地
よ
く
澄
み
き
っ
て
い
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
冬
も
澄

ん
で
は
い
る
が
、
し
か
し
冬
に
な
る
と
寒
さ
が
強
く
っ
て
、
ま
た
水
気
が
な
く
な
り
す
ぎ
て
、
草
木
の
枯

れ
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
大
空
も
か
ら
び
果
て
た
よ
う
な
気
が
す
る
、
秋
は
そ
れ
に
反
し
気
候
も
よ
く
こ

と
に
春
夏
の
よ
ど
ん
で
い
た
あ
と
を
う
け
て
初
め
て
清
透
に
澄
み
渡
る
の
で
、
澄
む
と
い
う
心
持
が
冬
よ

り
も
強
い
、
こ
れ
が
特
に
秋
の
空
の
澄
み
渡
る
の
を  
賞    
翫  
し
ょ
う
が
ん

す
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
ち
ょ
っ
と
途
中
で
す
が
、
こ
こ
で
一
言
し
て
お
き
た
い
の
は
前
に
も
（11

）
で
こ
と
わ
っ
て
お
き
ま
し

た
よ
う
に
、
俳
句
の
季
題
に
は
事
実
と
い
う
こ
と
よ
り
も
む
し
ろ
感
じ
と
い
う
こ
と
を
主
と
し
て
き
め
た
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も
の
が
多
う
ご
ざ
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
事
実
か
ら
い
う
と
一
番
日
が
長
く
っ
て
夜
の
短
い
の
は
夏
で
あ
り

ま
す
か
ら
「
日
永
」
「
短
夜
」
共
に
夏
の
季
題
と
す
べ
き
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
「
日
永
」
の
方
は
春
の

季
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。
と
い
う
の
は
だ
ん
だ
ん
と
日
の
永
く
な
っ
て
く
る
時
の
方
が
日
の
永
く
な
っ
た

頂
上
よ
り
も
か
え
っ
て
「
日
永
」
と
い
う
感
じ
を
強
く
受
け
る
し
、
そ
の
上
夏
は
暑
さ
に
苦
し
ん
で
そ
の

日
永
の
心
持
を
味
わ
う
い
と
ま
が
な
い
の
に
反
し
、
春
は
長
閑
の
ど
か
に
快
適
に
そ
の
心
持
を
味
わ
う
こ
と
が
で

き
る
と
こ
ろ
か
ら
自
然
春
季
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
何
も
俳
句
が
特
に
こ
う
き

め
た
と
い
う
わ
け
で
な
く
、
人
間
の
感
情
が
自
然
自
然
こ
う
い
う
ふ
う
に
天
然
の
興
味
を
受
け
入
れ
る
の

で
あ
り
ま
す
。
夜
長
の
方
も
同
じ
こ
と
で
す
で
に
「
短
日
」
を
冬
と
す
る
以
上
「
夜
長
」
も
冬
で
あ
る
べ

き
で
あ
る
が
、
夜
長
の
感
じ
は
か
え
っ
て
秋
に
お
い
て
強
い
の
で
あ
り
ま
す
。

　
い
ま
一
、
二
の
例
を
あ
げ
て
こ
の
心
持
を
も
っ
と  

明    

瞭  

め
い
り
ょ
う

に
説
明
し
て
お
こ
う
と
思
い
ま
す
。

　
た
と
え
ば
藤
の
花
と
牡
丹
ぼ
た
ん
の
ご
と
き
は
ほ
と
ん
ど
同
時
に
咲
き
ま
す
。
東
京
の
電
車
の
中
の
広
告
を
見

ま
し
て
も 

亀  

戸 

か
め
い
ど

の
藤
の
案
内
と
四
ッ
目
の
牡
丹
の
案
内
と
は
同
時
に
出
ま
す
。
そ
れ
に
か
か
わ
ら
ず
俳

句
で
は
藤
の
花
を
春
季
と
し
牡
丹
の
花
を
夏
季
と
し
ま
す
。
い
ず
れ
も
晩
春
初
夏
に
わ
た
る
も
の
で
あ
り

ま
し
て
、
甲
を
春
と
し
乙
を
夏
と
す
る
こ
と
は
あ
ま
り
片
寄
り
す
ぎ
た
定
め
の
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
が
、

し
か
し
そ
の
花
の
性
質
か
ら
し
て
、
淋さび
し
い
紫
や
白
の
房
の
長
く
垂
れ
て
い
る
藤
の
花
の
趣
は
春
季
の
感

67 第三章　切字



じ
、 

濃  

艶 

の
う
え
ん

な
花
弁
を 

豁  

然 

か
つ
ぜ
ん

と
開
い
て
い
る
牡
丹
の
花
の
趣
は
夏
季
の
感
じ
と
こ
う
お
の
ず
か
ら
区
分

さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
必
ず
し
も
某
々
二
、
三
俳
人
が
合
議
の
上
で
無
理
に
こ
う
定
め
た
も
の
で
な

く
、
自
然
の
感
じ
が
お
の
ず
か
ら
こ
の
分
類
を
作
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
俳
句
に
お
い
て
は
ま
た
瓜うり
類
の
花
を
夏
季
と
し
実
を
秋
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
実
際
に
お
い
て

花
も
実
も
夏
季
に
お
い
て
す
で
に
見
る
こ
と
が
で
き
、
秋
に
な
っ
て
も
ま
た
同
様
盛
ん
に
見
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
る
の
に
な
ぜ
に
特
に
花
を
夏
季
と
し
て
実
を
秋
季
と
定
む
る
か
、
試
み
に
こ
う
い
う
質
問
を

提
出
し
た
場
合
、
花
ま
ず
開
い
て
後
に
結
実
す
る
か
ら
だ
と
答
え
る
ば
か
り
で
は
ま
だ
十
分
を
尽
く
し
た

も
の
と
は
申
さ
れ
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
私
が
鎌
倉
に
移
住
し
て
後
実
際
の 

南  

瓜 

か
ぼ
ち
ゃ

や
瓜
を
作
っ
て
み
て
い
ち

じ
る
し
く
感
じ
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
夏
季
に
至
っ
て
は
瓜
や
南
瓜
は
黄
色
い
大
き
い
鮮
や
か
な
花
が

ま
ず
我
等
の
眼
に
染
み
る
が
ご
と
く
映
じ
、
た
と
い
葉
隠
れ
に
た
く
さ
ん
の
瓜
や
南
瓜
が
な
っ
て
い
て
も

そ
の
方
は
あ
ま
り
人
の
心
を
ひ
か
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
い
っ
た
ん
そ
れ
が
秋
に
入
る
と
、
花

は
夏
よ
り
も
一
層
盛
ん
に
咲
く
に
か
か
わ
ら
ず
、
も
う
そ
の
花
は
あ
ま
り
強
く
人
の
眼
を
刺
激
せ
ず
、
む

し
ろ
末
枯
う
ら
が
れ
そ
め
た
葉
蔭
に
露
わ
に
姿
を
現
わ
し
て
い
る
瓜
や
南
瓜
の
方
が
多
く
心
に
と
ま
る
よ
う
に
な

る
の
で
あ
り
ま
す
。
も
し
歳
時
記
　
　
俳
句
の
季
題
を
集
め
た
書
物
　
　
を
見
た
ば
か
り
で
瓜
類
は
夏
に

花
が
咲
き
秋
に
な
っ
て
初
め
て
結
実
す
る
も
の
だ
な
ど
と
考
え
て
い
る
人
が
あ
り
ま
し
た
ら
そ
れ
は
大
変
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な
間
違
い
と
申
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
あ
ま
り
長
く
な
り
ま
す
が
い
ま
一
つ
申
そ
う
な
ら
、
か
の
時
雨
と
紅
葉
と
で
あ
り
ま
す
が
、
和
歌
を
み

ま
す
る
と
大
概
時
雨
が
降
っ
た
た
め
に
木
の
葉
が
染
ま
っ
て
赤
く
な
る
、
と
い
う
意
味
に
な
っ
て
い
ま
す
。

た
と
え
ば
、

　
　
白
雪
も
時
雨
も
い
た
く
も
る
山
は
下
葉
の
こ
ら
ず
紅
葉
し
に
け
り

　
　
足
曳
の
山
か
き
く
ら
し
時
雨
る
れ
ど
紅
葉
は
な
ほ
ぞ
照
り
ま
さ
り
け
る

と
あ
る
類
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
事
実
か
ら
申
し
て
も
時
雨
の
降
る
こ
ろ
に
山
々
の
紅
葉
は
だ
ん
だ
ん
と
染

ま
る
の
で
あ
り
ま
す
。
蕪
村
の
句
に
「
時
雨
る
ゝ
や
用
意
か
し
こ
き
傘
二
本
」
と
い
う
句
が
あ
り
ま
す
が
、

一
本
に
は
「
紅
葉
見
や
用
意
か
し
こ
き
傘
二
本
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
も
「
用
意
か
し
こ
き
傘
二

本
」
と
い
う
事
柄
を
共
通
に
考
え
た
点
に
お
い
て
時
雨
と
紅
葉
と
を
切
り
離
し
得
な
い
蕪
村
の
感
情
を
説

明
し
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
俳
句
に
あ
っ
て
は 

截  
然 

せ
つ
ぜ
ん

そ
の
間
に
区
別
を
お
い
て
　
　
そ
う
し
て
む
し
ろ

時
雨
を
あ
と
と
し
紅
葉
を
先
と
し
て
　
　
紅
葉
を
秋
季
、
時
雨
を
冬
季
と
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
こ
れ
も

ま
た
事
実
い
か
ん
は
問
わ
ず
に
お
の
ず
か
ら
こ
う
定
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
人
間
の
感
情
の
強
い
支
配
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が
あ
る
こ
と
を
忘
れ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
と
い
う
の
は
、
紅
葉
は
木
の
葉
の  

凋    

落  

ち
ょ
う
ら
く

す
る
前
の
一

現
象
で
あ
っ
て
、
や
が
て
そ
れ
は
枯
葉
と
な
っ
て
か
ら
か
ら
に
か
ら
び
て
地
上
を
転
げ
る
も
の
で
あ
り
ま

す
が
、
そ
の
赤
く
な
っ
た
り
黄
色
く
な
っ
た
り
し
て
山
々
を
染
め
て
い
る
景
色
は  

燈    

明  

と
う
み
ょ
う

の
消
え
ん
と

す
る
前
に
明
る
い
光
を
放
つ
の
と
同
じ
よ
う
に
、
い
か
に
も
花
や
か
に
　
　
淋
し
い
心
持
が
つ
き
ま
と
い

な
が
ら
も
　
　
美
く
し
い
光
景
で
あ
る
、
そ
れ
は
か
ら
び
た
白
い
冬
の
感
じ
と
い
う
よ
り
も
や
は
り
稲
の

黄
熟
な
ど
と
相
似
た
　
　
黄
色
を
も
っ
て
そ
の
感
じ
を
抽
象
せ
し
め
る
　
　
秋
の
も
の
と
す
る
方
が
ふ
さ

わ
し
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。
同
時
に
ま
た
時
雨
の
方
は
、
そ
の
油
気
の
抜
け
た
か
ら
び
た
心
持

の
す
る
、
た
ち
ま
ち
降
っ
て
は
た
ち
ま
ち
晴
れ
る
と
い
う
よ
う
な  

倏    

忽  

し
ゅ
っ
こ
つ

の
感
じ
な
ど
が
、
秋
よ
り
も

む
し
ろ
冬
の
も
の
と
し
て
格
別
の
興
味
の
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
歌
な
ど
に
用
い
ら
れ
た
も
の
と
多
少
の
意

味
の
転
化
を
さ
え
と
げ
て
俳
句
に
お
い
て
は
冬
の
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ

り
ま
す
。
こ
れ
も
俳
人
の
勝
手
な
定
め
と
し
て
非
難
す
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
天
然
物
　
　
天
然
の
現
象
　

　
に
つ
い
て
俳
句
は
和
歌
よ
り
も
一
歩
深
い
と
こ
ろ
に
足
を
踏
み
入
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。

　
以
上
二
、
三
の
例
の
よ
う
に
俳
句
は
必
ず
し
も
事
実
と
い
う
こ
と
に
重
き
を
お
か
ず
、
感
じ
と
い
う
こ

と
に
重
き
を
お
い
て
そ
の
趣
味
を
歌
う
こ
と
が
多
う
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
も
囚とら
わ
れ
過
ぎ
る
よ
う
に
な
る
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と
随
分
弊
害
が
多
う
ご
ざ
い
ま
す
が
、
し
か
し
文
学
と
科
学
と
の
相
違
も
こ
こ
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
事

実
に
の
み
支
配
さ
れ
ず
人
間
の
感
情
を
尊
重
す
る
と
こ
ろ
に
詩
と
し
て
の
価
値
も
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
思
わ
ぬ
枝
道
に
長
く
は
い
り
ま
し
た
が
、
（11

）
で
約
束
し
て
お
い
た
こ
と
で
も
あ
り
、
こ
の
機
会
を

も
っ
て
申
し
上
げ
て
お
く
次
第
で
あ
り
ま
す
。

　
天
然
の
現
象
に
つ
い
て
実
際
の
研
究
を
積
ん
で
い
く
と
い
う
こ
と
は
だ
ん
だ
ん
季
題
の
感
じ
を
精
密
に

し
て
い
っ
て
い
よ
い
よ
分
科
を
多
く
し
て
い
く
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
（25

）

　
季
題
趣
味
を
軽
視
す
る
と
い
う
こ
と
は
こ
の
点
か
ら
い
っ
て
も
俳
句
を
賊
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
忘

れ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　
も
と
に
戻
っ
て
秋
の
空
の
句
意
の
説
明
を
続
け
ま
し
ょ
う
。

　
前
申
し
た
通
り
秋
の
空
は
一
年
中
で
こ
と
に
澄
ん
だ
感
じ
の
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
句
意
は
、

そ
の
秋
の
空
が
澄
み
き
っ
た
ま
ま
で
昼
か
ら
夜
に
移
っ
て
行
っ
た
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
黄

昏
の
空
は
ま
だ
太
陽
の
光
は
ど
こ
と
な
く
と
ど
め
て
い
る
の
に
は
や 

闌  

干 

ら
ん
か
ん

た
る
宵
の
明
星
は
光
を
放
っ

て
い
る
と
い
う
よ
う
な
、
昼
間
の
澄
ん
だ
空
の
そ
の
ま
ま
夜
に
移
っ
て
ゆ
く
そ
の
黄
昏
の
光
景
が
こ
の
句

に
よ
っ
て
よ
く
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
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「
日
暮
た
り
」
も
口
語
訳
に
す
れ
ば
「
日
が
暮
れ
ま
し
た
」
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
も
切
字
と
い
っ
た
と
こ

ろ
で
、
特
別
に
変
わ
っ
た
言
葉
で
も
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

　
次
に
、

　
　
見
え
そ
め
て
今
宵
に
な
れ
り
天
の
河
　
　 

鷺  

喬 

ろ
き
ょ
う

「
れ
り
」
が
切
字
で
あ
り
ま
す
。

　
天
の
河
は
も
う
夏
か
ら
空
に
見
え
て
い
る
、
そ
れ
が
だ
ん
だ
ん
と
月
日
が
た
っ
て
い
よ
い
よ
七
夕
の
夜

に
な
っ
た
、
す
な
わ
ち
天
の
河
は
特
に
今
宵
の
も
の
で
あ
る
と
定
ま
っ
て
い
る
そ
の
夜
に
な
っ
た
、
と
い

う
の
で
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
「
今
宵
に
な
れ
り
」
も
「
今
宵
に
な
り
ま
し
た
」
の
意
味
で
や
は
り
従
前
の
切
字
同
様
に
変
わ
っ

た
言
葉
で
も
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

　
こ
う
い
っ
て
く
る
と
読
者
諸
君
は
定
め
て
切
字
は
季
題
趣
味
に
次
い
で
大
切
な
も
の
で
あ
る
と
い
っ
た

私
の
言
葉
を
不
審
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
「
お
ま
え
の
説
明
し
来
っ
た
と
こ
ろ
で
み
る
と
切

字
と
い
う
も
の
は
少
し
も
普
通
の
文
章
や
会
話
の
用
語
と
変
わ
っ
た
と
こ
ろ
は
な
い
で
は
な
い
か
、
俳
句
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の
文
法
が
普
通
の
文
法
と
変
わ
ら
ぬ
と
い
っ
た
く
ら
い
な
ら
な
ぜ
俳
句
の
切
字
も
普
通
の
言
葉
と
変
わ
ら

ぬ
と
は
い
わ
ぬ
の
か
。
」
と
必
ず
こ
う
非
難
さ
れ
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
う
し
て
私
は
そ
れ
に
対
し

て
こ
う
答
え
よ
う
と
思
い
ま
す
。

　
お
お
せ
の
通
り
で
あ
り
ま
す
。
切
字
と
申
し
た
と
こ
ろ
で
何
も
特
別
な
語
法
が
あ
る
と
申
す
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
（26
）

　
我
々
が
日
常
話
し
す
る
時
に
必
ず
「
で
す
」
と
か
「
ま
し
た
」
と
か
語
尾
に
助
字
を
つ
け
る
文
章
で
も

「
な
り
」
と
か
「
た
り
」
と
か
必
ず
語
尾
に
助
字
を
つ
け
る
、
そ
う
し
て
そ
れ
で
一
語
な
り
一
句
な
り
の

調
子
な
ら
び
に
意
味
に
段
落
を
つ
け
る
、
そ
れ
と
少
し
も
相
違
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
以
上
あ
げ
た
も

の
は
ほ
ん
の
一
部
分
の
例
証
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
ら
の
「
け
り
」
「
な
り
」
「
あ
り
」
「
た
り
」
「
れ

り
」
が
主
要
な
切
字
と
い
う
わ
け
で
な
く
そ
の
他
に
こ
の
種
類
の
も
の
は
い
く
ら
で
も
あ
る
の
で
あ
り
ま

す
。
言
を
か
え
て
こ
れ
を
い
え
ば
普
通
に
文
章
や
会
話
で
使
う
段
落
の
文
字
は
皆
切
字
に
な
る
の
で
あ
り

ま
す
。
た
と
え
ば
、

　
　 

貴  

人 

あ
て
び
と

と
知
ら
で
参
ら
す
雪
の
宿
　
　
之
兮
し
け
い

　
　
冬
籠
燈
光
虱
の
眼
ま
な
こを
射
る
　
　
蕪
村
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夏
の
暮
煙
草
の
虫
の
咄はな
し
聞
く
　
　
重
厚

　
　
星
合
の
そ
れ
に
は
あ
ら
じ 

夜 

這 

星 

よ
ば
い
ぼ
し

　
　
左
綱

の
ご
と
く
、
文
法
で
い
う
と
こ
ろ
の
直
説
法
の
動
詞
止
め
も
あ
り
、

　
　
凍いて
や
し
ぬ
人
転
び
つ
る
夜
の
音
　
　
鷺
喬

の
ご
と
く
疑
問
体
で
止
め
も
あ
り
、

　
　
去
年
よ
り
又
淋
し
い
ぞ
秋
の
暮
　
　
蕪
村

　
　
飛
ぶ
蛍
蠅
に
つ
け
て
も
可
愛
け
れ
　
　
移
竹

　
　
唐
辛
子
つ
れ
な
き
人
に
参
ら
せ
ん
　
　
百
池

の
ご
と
く
感
嘆
詞
め
い
た
言
葉
も
あ
り
、
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巻
葉
よ
り
浮
葉
に
こ
ぼ
せ
蓮
の
雨
　
　
杉
月

　
　
辻
君
に
衣きぬ
借
ら
れ
な
鉢
叩
　
　
旧
国

　
　
夙
く
起
よ
花
の
君
子
を
訪
ふ
日
な
ら
　
　
召
波

　
　
う
き
我
に
砧
き
ぬ
たう
て
今
は
又
止
み
ね
　
　
蕪
村

の
ご
と
く
命
令
体
の
も
あ
り
ま
す
。
「
う
き
我
」
の
句
は
「
う
て
」
と
い
う
命
令
詞
と
「
止
み
ね
」
と
い

う
命
令
詞
と
が
と
も
に
切
字
に
な
っ
て
い
る
の
で
こ
う
い
う
の
を
、

　
二
段
切
と
申
し
ま
す
。
（27
）

　
前
掲
の
諸
句
は
一
々
句
意
を
説
明
す
る
こ
と
は
あ
ま
り
煩
雑
に
わ
た
る
か
ら
略
す
る
と
し
て
こ
の
句
だ

け
を
解
釈
し
て
み
ま
す
れ
ば
、
前
半
は
憂
い
を
抱
い
て
い
る
自
分
に
ど
う
か
砧
を
打
っ
て
く
れ
、
淋
し
い

砧
の
音
を
聞
い
て
思
い
っ
き
り
淋
し
さ
を
味
わ
っ
て
み
よ
う
、
と
こ
う
い
う
の
で
、
憂
い
を
抱
く
身
に
悲

し
い
芝
居
を
見
て
泣
き
た
い
だ
け
泣
く
と
心
が
慰
む
と
い
う
の
と
同
じ
心
持
を
い
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

と
こ
ろ
が
さ
て
実
際
砧
を
聞
い
て
い
る
と
、
心
を
慰
む
ど
こ
ろ
か
憂
い
に
堪
え
ぬ
、
今
は
も
う
止
め
て
く

れ
、
と
い
う
の
が
後
半
で
あ
り
ま
す
。
「
打
っ
て
く
れ
」
と
い
う
の
と
「
止
め
て
く
れ
」
と
い
う
の
と
は

正
し
く
意
味
が
二
度
に
終
止
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
二
段
切
と
い
っ
て
た
い
そ
う
な
議
論
を
す
る
俳
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人
が
あ
り
ま
す
が
、
つ
ま
り
一
句
の
う
ち
に
二
度
終
止
言
が
あ
る
と
い
う
の
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

　
以
上
の
例
に
よ
っ
て
こ
う
い
う
断
定
を
下
し
得
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
十
　
俳
句
の
切
字
と
い
う
も
の
は
意
味
か
つ
調
子
の
段
落
と
な
す
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
私
は
第
一
章
で
簡
単
に
切
字
の
お
話
を
し
た
時
に
、

　
　
朝
顔
に
釣
瓶
取
ら
れ
て
貰
ひ
水
　
　
千
代

を
切
字
の
な
い
句
と
し
て
だ
し
て
お
き
ま
し
た
。
こ
れ
に
似
た
句
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

　
　
蓮
に
誰
小
舟
漕
来
る
け
ふ
も
又
　
　
如
菊

　
　
小
車
の
花
立
伸
て
秋
曇
　
　
東
壺

　
　
夏
の
月 

平  

陽 

へ
い
よ
う

の
妓
の  

水    

衣  

み
ず
ご
ろ
も

　
　
召
波

　
　
谷
紅
葉
夕
日
を
わ
た
る
寺
の
犬
　
　
烏
西
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等
が
そ
の
例
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
ら
は
切
字
が
な
い
と
い
っ
て
も
よ
く
ま
た
あ
る
と
い
っ

て
も
い
い
の
で
あ
り
ま
す
。
ま
ず
第
一
の
句
は
、

　
　
蓮
に
誰
（
ぞ
や
）
小
舟
漕
来
る
今
日
も
又

と
い
う
意
味
に
な
る
の
で
、
近
頃
の
文
章
で
「
誰
？
」
と
西
洋
の
マ
ー
ク
の
つ
い
て
い
る
も
の
に
ち
ょ
う

ど
相
当
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
こ
の
句
で
は
「
誰
」
と
い
う
字
が
切
字
の
働
き
を
も
し
て

い
る
、
と
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
第
二
の
句
は
、

　
　
小
車
の
花
立
伸
て
（
あ
り
）
秋
曇

も
し
く
は
、
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小
車
の
花
立
伸
て
秋
曇
（
か
な
）

と
い
う
ふ
う
に
切
字
が
略
さ
れ
て
い
る
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
、
従
っ
て
「
立
伸
て
」
「
秋
曇
」
等
が

切
字
の
働
き
を
も
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
の
で
あ
り
ま
す
。

　
第
三
、
第
四
の
二
句
も
こ
れ
と
同
様
に
、

　
　
夏
の
月
（
や
）
平
陽
の
妓
の
水
衣

　
　
谷
紅
葉
（
や
）
夕
日
を
渡
る
寺
の
犬

も
し
く
は
、

　
　
夏
の
月
平
陽
の
妓
の
水
衣
（
か
な
）

　
　
谷
紅
葉
夕
日
を
渡
る
寺
の
犬
（
か
な
）

と
い
う
ふ
う
に
切
字
が
省
略
さ
れ
て
い
る
も
の
と
見
、
従
っ
て
「
月
」
「
水
衣
」
「
紅
葉
」
「
犬
」
等
が

切
字
の
働
き
を
も
な
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
の
で
あ
り
ま
す
。
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こ
こ
に
お
い
て
か
、
人
に
よ
る
と
、

　
俳
句
に
は
必
ず
切
字
が
あ
る
、
と
こ
う
い
う
断
定
を
下
す
人
も
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
が
　
　
ち
ょ
う
ど

人
間
の
談
話
に
は
必
ず
調
子
及
び
意
味
の
段
落
が
あ
る
と
い
う
の
と
同
じ
意
味
で
　
　
し
か
し
前
掲
の

「
誰
」
「
立
伸
て
」
「
秋
曇
」
「
月
」
「
紅
葉
」
「
水
衣
」
「
寺
の
犬
」
の
類
た
ぐ
いは
切
字
同
様
の
働
き
を
な

す
こ
と
は
な
す
が
、
し
か
し
そ
れ
自
身
が
切
字
で
は
な
い
、
と
み
る
方
が
穏
当
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
や
は

り
第
一
章
の
（
五
）
に
お
い
て
申
し
上
げ
た
よ
う
に
、

「
俳
句
に
は
多
く
の
場
合
切
字
を
必
要
と
し
ま
す
」
と
い
う
方
が
適
切
だ
と
考
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。

（28

）

　
た
だ
、

　
そ
の
切
字
の
な
い
俳
句
に
も
名
詞
そ
の
他
に
よ
っ
て
自
然
に
調
子
及
び
意
味
の
段
落
は
あ
る
。
（29

）

と
い
う
こ
と
を
わ
き
ま
え
て
お
く
必
要
は
あ
り
ま
す
。
実
際
の
会
話
の
場
合
に
お
い
て
も
「
立
派
な
花
」

「
困
っ
た
人
」
と
い
う
よ
う
に
「
で
す
」
と
い
う
助
字
を
は
ぶ
い
て
十
分
に
意
味
を
通
ず
る
こ
と
が
で
き

る
、
そ
れ
と
お
な
じ
こ
と
な
の
で
あ
り
ま
す
。

　
さ
て
私
は
前
に
切
字
と
し
て
「
や
」
「
か
な
」
の
二
つ
を
あ
げ
て
お
き
な
が
ら
ま
だ
そ
の
説
明
を
し
ま
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せ
ん
で
し
た
。
こ
の
「
や
」
「
か
な
」
の
二
つ
は
切
字
中
に
お
い
て
も
っ
と
も
普
通
に
ま
た
も
っ
と
も
広

い
意
味
に
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、

　
俳
句
の
切
字
と
し
て
特
に
論
ず
べ
き
も
の
は
「
や
」
「
か
な
」
の
二
つ
の
み
と
い
っ
て
よ
い
く
ら
い
で

あ
り
ま
す
。
（30

）

　
こ
れ
か
ら
例
を
挙
げ
て
解
釈
に
移
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　
も
っ
と
も
そ
う
は
申
す
も
の
の
そ
の
「
や
」
「
か
な
」
を
極
め
て
難
解
な
意
味
あ
る
も
の
の
ご
と
く
論

じ
て
、
平
易
な
俳
句
を
か
え
っ
て  

晦    

渋  

か
い
じ
ゅ
う

な
ら
し
め
る
よ
う
な
議
論
は
私
の
取
ら
ざ
る
と
こ
ろ
で
、
意

味
を
解
釈
す
る
上
に
お
い
て
は
決
し
て
そ
う
難
し
く
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
特
に
論
ず
る

価
値
が
あ
る
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
切
字
と
し
て
の
そ
の
自
由
な
る
働
き
の

上
に
あ
り
ま
す
。

　
　 

出  

替 

で
か
わ
り

や
幼
ご
こ
ろ
に
物
あ
は
れ
　
　
嵐
雪

　
句
意
は
下
部
し
も
べ
な
り
下
女
な
り
、
い
ず
れ
に
せ
よ
召
使
っ
て
い
る
も
の
が
期
限
が
き
て
出
が
わ
り
を
す
る
、

何
も
わ
き
ま
え
ぬ
子
ど
も
心
に
も
多
年
召
使
っ
て
い
た
も
の
の
去
る
、
そ
れ
が
も
の
哀
れ
に
感
じ
ら
れ
る

80俳句とはどんなものか



と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
場
合
「
や
」
の
字
の
働
き
は
ど
う
か
と
い
う
と
そ
れ
は
別
に
「
や
」
に
感
嘆
と
か
嗟
嘆
さ
た
ん
と
か
疑
問

と
か
い
う
意
味
が
あ
る
わ
け
で
な
く
、
「
出
か
は
り
」
と
い
う
あ
る
事
柄
の
そ
の
観
念
を
極
め
て
強
く
人

の
頭
に
印
象
せ
し
め
る
働
き
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
試
み
に
こ
の
「
や
」
の
字
に
よ
っ
て
与
え

ら
れ
る
強
さ
を
説
明
し
て
み
る
と
、
「
出
か
は
り
は
幼
心
に
も
の
哀
れ
」
と
い
っ
た
だ
け
で
は
た
だ
出
か

わ
り
が
文
章
の
主
格
と
な
る
だ
け
で
あ
り
ま
し
て
「
出
か
わ
り
と
い
う
も
の
は
」
と
い
う
く
ら
い
の
意
味

に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
が
こ
の
句
の
場
合
は
、
「
出
か
わ
り
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
、
そ
の

出
か
わ
り
は
」
と
で
も
い
っ
た
く
ら
い
の
強
さ
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
な
お
私
は
進
ん
で
説
明

を
試
み
て
み
ま
し
ょ
う
。
こ
こ
に
一
人
の
政
治
家
が
あ
っ
て
演
壇
に
立
っ
て
政
府
の
横
暴
を
鳴
ら
そ
う
と

し
て
ま
ず
現
政
府
と
い
う
感
じ
を
強
く
読
者
の
頭
に
呼
び
起
こ
そ
う
と
す
る
時
分
に
、
そ
の
政
治
家
は
、

「
諸
君
。
現
政
府
は
…
…
」
と
い
っ
た
ま
ま
で
、
呼
吸
を
つ
め
て
聴
衆
を
睨にら
み
な
が
ら
二
、
三
分
間
黙
っ

て
い
た
と
し
た
ら
ど
う
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
「
現
政
府
は
人
民
に
対
し
て
…
…
」
と
か
何
と
か
す
ら
す
ら

と
弁
じ
立
て
る
よ
り
も
遥はる
か
に
強
く
現
政
府
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
の
意
識
を
聴
衆
の
頭
に
呼
び
起
こ
し

ま
す
。
も
し
聴
衆
の
方
に
も
現
政
府
に
向
か
っ
て
十
分
の
不
平
が
こ
み
上
げ
て
く
る
よ
う
な
場
合
で
あ
っ

た
な
ら
ば
、
か
え
っ
て
そ
の
さ
き
に
無
用
の
文
句
を
並
べ
る
よ
り
、
た
だ
こ
う
い
っ
た
ま
ま
で
は
ら
は
ら
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と
涙
で
も
流
し
て  

団    

洲  

だ
ん
し
ゅ
う

式
の
思
い
入
れ
で
も
し
た
方
が
聴
衆
は
湧
き
た
つ
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
り

ま
す
。
前
の
説
明
の
「
こ
こ
に
出
か
わ
り
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
出
か
わ
り
は
　
　
」
と
い
う

よ
り
も
な
お
こ
の
政
治
家
の
演
説
の
ご
と
く
「
出
か
わ
り
」
と
い
っ
た
ば
か
り
で
し
ば
ら
く
黙
っ
て
い
て
、

そ
れ
で
出
か
わ
り
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
の
感
想
を
ま
ず
読
者
の
頭
に
呼
び
起
こ
す
と
い
っ
た
方
が
「
や
」

の
字
の
働
き
を
説
明
す
る
上
に
お
い
て
比
較
的
要
領
を
得
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
い
ま
一
つ
例
句
を
あ
げ
ま
し
ょ
う
。

　
　
春
風
や
殿
待
う
く
る
船
か
ざ
り
　
　
太
祇
た
い
ぎ

　
句
意
は
、
ま
ず
下
十
二
字
は
、
殿
様
の
お
乗
り
に
な
る
舟
と
い
う
の
で
い
ろ
い
ろ
と
美
し
く
飾
り
た
て

て
、
そ
の
御
乗
船
を
待
受
け
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
さ
て
上
五
字
は
ど
う
か
と
い
う
と
、
こ

こ
に
も
「
や
」
の
字
が
あ
る
た
め
に
春
風
と
い
う
も
の
に
付
随
す
る
あ
ら
ゆ
る
感
じ
を
ま
ず
読
者
の
頭
に

呼
び
起
こ
し
て
お
い
て
、
さ
て
下
五
字
の
景
色
を
そ
の
中
に
浮
か
び
出
さ
し
め
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ

を
「
春
風
の
吹
い
て
い
る
日
に
」
と
か
「
春
風
の
吹
き
み
ち
て
い
る
中
に
」
と
か
い
っ
た
だ
け
で
は
ま
だ

十
分
に
こ
の
「
や
」
の
字
の
働
き
を
説
明
し
た
も
の
と
は
い
う
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
限
ら
れ
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た
意
味
で
な
く
、
春
風
に
つ
い
て
起
こ
し
得
る
あ
ら
ゆ
る
感
じ
を
呼
び
起
こ
す
と
こ
ろ
に
「
や
」
の
働
き

は
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
次
に
「
か
な
」
の
方
に
移
り
ま
す
が
、
こ
れ
も
ほ
と
ん
ど
「
や
」
と
同
様
の
説
明
に
な
る
の
で
あ
り
ま

す
。

　
　
呼
か
へ
す
鮒
売
見
え
ぬ
あ
ら
れ
か
な
　
　
凡
兆

　
句
意
は
、
ま
ず
上
十
二
字
は
、
鮒
売
が
表
を
通
っ
た
、
一
度
買
う
談
判
を
し
た
が
値
が
で
き
な
か
っ
た

と
か
何
と
か
い
う
こ
と
で
そ
の
鮒
売
は
も
う
行
っ
て
し
ま
っ
た
。
あ
と
か
ら
い
ま
一
度
表
に
出
て
呼
び
か

え
し
て
み
た
が
、
そ
の
鮒
売
は
も
う
み
え
な
か
っ
た
、
と
こ
う
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
さ
て
下
五
字
は
と

い
う
と
、
こ
れ
も
「
霰
あ
ら
れが
降
っ
て
い
る
」
と
か
、
「
霰
が
降
っ
て
い
て
寒
い
日
で
あ
る
」
と
か
、
も
し
く

は
そ
の
「
鮒
売
を
降
り
か
く
す
程
た
く
さ
ん
の
霰
が
降
っ
て
い
た
」
と
か
い
う
の
で
は
ま
だ
十
分
に
意
味

を
つ
く
し
た
と
は
申
さ
れ
ま
せ
ん
。
や
は
り
「
か
な
」
と
い
う
字
に
よ
っ
て
そ
の
時
の
光
景
を
極
め
て
自

由
に
か
つ
十
分
に
読
者
に
連
想
せ
し
め
よ
う
と
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
「
霰
の
降
っ
て
い
る
寒

い
日
で
あ
る
」
と
か
、
「
霰
の
た
め
に
鮒
売
が
見
え
ぬ
」
と
か
い
う
の
は
読
者
の
方
が
め
い
め
い
勝
手
に
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連
想
を
め
ぐ
ら
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
「
か
な
」
と
い
う
字
は
一
向
そ
れ
ら
に
頓
着
な
く
、
突
き
棄
て

た  
梵    

鐘  
ぼ
ん
し
ょ
う

の
余
韻
の
よ
う
に
た
だ
長
く
長
く
響
き
を
伝
え
て
い
る
ば
か
り
で
あ
り
ま
す
。

　
い
ま
一
つ
。

　
　
は
し
近
く
涅
槃
ね
は
ん
か
け
た
る
野
寺
か
な
　
　 

樹  

鳳 

じ
ゅ
ほ
う

　
お
釈
迦
し
ゃ
か
様
の
死
ん
だ
日
に
は
涅
槃
像
と
い
っ
て
釈
迦
の
死
ん
だ
周
囲
に
さ
ま
ざ
ま
の
鳥
獣
ま
で
が
集
ま

っ
て
涙
を
流
し
て
い
る
図
を
か
け
て 

参  

詣 

さ
ん
け
い

の
人
に
見
せ
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
涅
槃
像
を
端
近
く

か
け
て
い
る
、
そ
の
野
寺
…
…
と
こ
う
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
大
き
な
寺
な
れ
ば
奥
深
く
も
か
け
て
い
ま

し
ょ
う
が
、
百
姓
家
か
お
寺
か
も
判
ら
ぬ
と
い
う
よ
う
な
野
中
の
小
寺
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
か
ら
端
近
く

か
け
て
い
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
こ
の
句
も
そ
の
野
寺
が
ど
う
し
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
別
に
こ
と

わ
ら
ず
、
た
だ
野
寺
と
い
っ
て
、
例
の
梵
鐘
の
響
き
の
よ
う
な
響
き
を
た
だ
ゴ
ー
ン
と
伝
え
て
い
る
ば
か

り
で
す
。
こ
の
句
を
誦
し
た
あ
と
で
読
者
は
野
寺
と
い
う
も
の
を
左
の
耳
か
ら
入
れ
て
右
の
耳
に
ぬ
か
し

て
し
ま
う
よ
う
な
こ
と
な
く
、
じ
っ
と
そ
の
光
景
を
考
え
て
み
ま
す
。
そ
れ
が
「
か
な
」
の
働
き
で
あ
り

ま
す
。
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新
し
い
句
を
作
る
の
は
ま
ず
こ
の
「
や
」
「
か
な
」
を
排
斥
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
と
い
う
論
者
が
あ

り
ま
す
が
、
私
は
そ
の
説
を
嗤わら
い
ま
す
。

「
や
」
「
か
な
」
は
俳
句
と
し
て
も
っ
と
も
進
歩
し
た
、
こ
の
上
発
達
の
し
よ
う
が
な
い
ま
で
に
広
い
自

由
な
意
味
を
有
す
る
よ
う
に
な
っ
た
切
字
で
あ
り
ま
し
て
、
同
時
に
ま
た
俳
句
と
し
て
も
っ
と
も
荘
重
な

典
雅
な
調
子
を
有
し
て
い
る
切
字
な
の
で
あ
り
ま
す
。
（31

）

　
こ
の
間
あ
る
人
が
き
て
「
や
」
「
か
な
」
を
排
斥
す
る
論
者
は
言
語
の
退
歩
を
主
張
す
る
論
者
で
あ
る
、

と
申
し
ま
し
た
が
、
私
は
そ
の
議
論
に
賛
成
し
ま
す
。

　
　
十
一
　
「
や
」
「
か
な
」
は
特
別
の
働
き
を
有
す
る
切
字
で
あ
り
ま
す

「
け
り
」
そ
の
他
の
切
字
も
時
に
よ
れ
ば
「
や
」
「
か
な
」
に
近
い
働
き
を
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

「
り
に
け
り
」
と
い
う
よ
う
に
虚
字
の
長
く
な
っ
た
場
合
は
特
に
「
や
」
「
か
な
」
に
近
い
働
き
を
い
た

し
ま
す
。
た
と
え
ば
、

　
　
宿
の
梅
折
取
る
ほ
ど
に
な
り
に
け
り
　
　
蕪
村
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と
い
う
よ
う
な
句
は
「
宿
の
梅
折
取
る
ほ
ど
に
な
り
…
…
」
と
い
う
一
個
の
概
念
を
そ
の
あ
と
の
虚
字
に

よ
っ
て
力
強
く
読
者
の
頭
に
運
ぶ
の
で
あ
り
ま
す
。

　
切
字
の
論
は
こ
れ
で
終
わ
り
と
い
た
し
ま
す
。
「
や
」
「
か
な
」
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
切
字
論
は
俳
句

と
は
ど
ん
な
も
の
か
、
の
重
要
な
る
一
章
を
占
め
る
の
で
あ
り
ま
す
。
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第
四
章
　
俳
諧
略
史

　 

俳  

諧 

は
い
か
い

史
の
お
話
を
す
る
と
し
ま
し
て
、
あ
な
た
方
は
俳
諧
略
史
を
御
存
じ
に
な
る
だ
け
で
た
く
さ
ん

と
心
得
ま
す
か
ら
も
っ
と
も
お
お
ま
か
な
お
話
を
い
た
し
ま
す
。

　
真
っ
黒
な
ペ
ー
ジ
を
ま
ず
想
像
な
さ
い
ま
し
。
そ
の
暗
い
ペ
ー
ジ
を
明
る
く
す
る
こ
と
は
専
門
家
の
こ

と
で
あ
り
ま
す
。
暗
い
ペ
ー
ジ
は
暗
い
ペ
ー
ジ
と
し
て
お
い
て
さ
し
つ
か
え
あ
り
ま
せ
ん
。

　
そ
の
暗
い
ペ
ー
ジ
の
中
に
た
ま
た
ま
明
る
い
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
そ
こ
に 

山  

崎  

宗  

鑑 

や
ま
ざ
き
そ
う
か
ん

と
か
荒 

木 

田

あ
ら
き
だ
も
り

守
武  

た
け

と
か 

松  

永  

貞  

徳 

ま
つ
な
が
て
い
と
く

と
か
、 
西  
山  

宗  

因 
に
し
や
ま
そ
う
い
ん

と
か
い
う
名
前
が
見
え
ま
す
。

　
山
崎
宗
鑑
と
い
う
人
は
、
優
美
な
和
歌
の
言
葉
を
連
ね
て
た
だ
格
式
を
の
み
や
か
ま
し
く
い
っ
て
い
た

連
歌
か
ら
脱
却
し
て
、
俳
諧
連
歌
を
創
設
し
た
と
い
う
点
に
お
い
て
有
名
な
人
で
あ
り
ま
す
。
（32

）

　
た
と
え
ば
昔
の
連
歌
で
は
、

　
　
船
と
め
し
枕
は
秋
の
う
ら
浪
に
　
　 

紹  

巴 

じ
ょ
う
は

　
　
　
　
月
を
旅
寝
の
袖
の
か
た
し
き
　
　
同
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と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
二
句
は
紹
巴
独
吟
千
句
中
の
二
句
を
抜
き
出
し
た
の
で
あ
り
ま

す
が
、
連
続
し
て
い
る
千
句
中
の
ど
こ
の
二
句
を
抜
き
出
し
て
き
て
も
そ
れ
は
和
歌
と
ほ
と
ん
ど
相
違
の

な
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。
が
い
っ
た
ん
宗
鑑
の
俳
諧
連
歌
に
な
り
ま
す
と
、

　
　
　
　
月
日
の
し
た
に
我
は
寝
に
け
り
　
　
宗
鑑

　
　
こ
よ
み
に
て
破
れ
を
つ
ゞ
る
古
襖
　
　
同

と
い
う
よ
う
な
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。
表
向
き
は
連
歌
の
形
を
追
っ
て
比
較
的
優
美
な
言
葉
を
使
っ
て

い
ま
す
が
、
裏
面
に
は
卑
俗
な
意
味
を
表
し
て
い
ま
す
。
暦
を
張
っ
た
襖
の
下
に
寝
て
い
る
か
ら
月
日
の

下
に
寝
た
こ
と
に
な
る
の
だ
と
い
う
の
は
な
る
ほ
ど
う
ま
く
言
っ
た
と
い
う
程
度
の
機
智
の
戯
れ
に
過
ぎ

な
い
の
で
あ
り
ま
す
が
、
し
か
し
言
葉
な
り
趣
向
な
り
を
「
優
に
や
さ
し
い
」
と
い
う
こ
と
の
み
を
旨
と

し
、
古
人
の  

範    

疇  

は
ん
ち
ゅ
う

を
一
歩
も
出
な
か
っ
た
連
歌
を
突
破
し
て
こ
ん
な
も
の
を
創
設
し
た
点
に
は
大
き

な
功
績
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
り
ま
す
。

　
ち
ょ
っ
と
こ
と
わ
っ
て
お
き
ま
す
が
第
一
章
で
も
申
し
上
げ
た
よ
う
に
発
句
ほ
っ
く
す
な
わ
ち
俳
句
と
い
う
の
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は
、
五
七
五
の
句
と
七
七
と
の
句
が
か
わ
り
番
に
何
句
か
連
続
し
て
い
る
連
歌
も
し
く
は
俳
諧
の
一
番
初

め
の
句
を
い
う
の
で
あ
り
ま
し
て
、
連
歌
が
、
俳
諧
の
連
歌
に
変
遷
し
た
と
同
時
に
そ
の
発
句
も
変
化
し

て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、

　
　
月
の
秋
花
の
春
立
つ
あ
し
た
か
な
　
　
宗
祇

と
い
う
の
は
連
歌
の
発
句
で
あ
り
ま
す
が
、
俳
諧
連
歌
の
発
句
に
な
り
ま
す
と
、

　
　
卯
月
来
て
ね
ぶ
と
に
な
く
や  
時    

鳥  
ほ
と
と
ぎ
す

　
　
宗
鑑

と
い
う
よ
う
な
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。
四
月
に
な
っ
た
か
ら
大
き
な
声
を
し
て
時
鳥
が
啼な
く
と
い
う
の

は
表
面
の
意
味
で
、
そ
の
う
ら
に
は
「
痛うず
き
来
て
根
太
ね
ぶ
と
」
　
　
ね﹅
ぶ﹅
と﹅
は 

腫  

物 

は
れ
も
の

　
　
と
い
う 

滑  

稽 

こ
っ
け
い

が

含
ま
れ
て
い
ま
す
。
悪
く
い
え
ば
地
口
で
あ
り
ま
す
、
が
し
か
し
変
化
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
荒
木
田
守
武
と
い
う
人
も
宗
鑑
と
ほ
と
ん
ど
同
時
代
に
出
て
連
歌
を
脱
却
し
て
俳
諧
を
創
設
し
た
別
の

一
人
で
あ
り
ま
す
。
（33

）
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そ
の
俳
諧
連
歌
は
、

　
　
　
　
口
の
中
に
も
入
る
は
山
ぶ
し
　
　
守
武

　
　
か
ね
を
だ
に
つ
く
れ
ば
人
は
は
ぐ
ろ
に
て
　
　
同

　
山
伏
が
祈
祷
き
と
う
を
す
れ
ば
人
　
　
も
し
く
は
鬼
　
　
の
口
の
中
に
で
も
は
い
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う

の
が
前
句
の
表
面
の
意
味
、 
鉄  

漿 
お
は
ぐ
ろ

さ
え
つ
け
れ
ば
人
の
歯
は
黒
く
な
る
と
い
う
の
が
後
句
の
表
面
の
意

味
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
二
句
の
う
ち
に
は
「
羽
黒
山
の
山
伏
」
「
鉄
漿
を
つ
け
る
時
に
用
い
る
ふ
し
の

粉
」
な
ど
と
い
う
も
の
が
隠
れ
て
滑
稽
的
に
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
発
句
は
、

　
　
花
よ
り
も
鼻
に
在
り
け
る
匂
ひ
哉
　
　
守
武

　
花
に
香
が
あ
る
と
い
う
け
れ
ど
、
そ
れ
は  

畢    

竟  

ひ
っ
き
ょ
う

鼻
で
嗅か
ぐ
か
ら
の
こ
と
だ
、
匂
い
は
鼻
に
あ
る
の

だ
と
い
う
理
屈
が
表
面
の
意
味
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
「
は
な
」
「
は
な
」
国
音
相
通
ず
る
と
こ
ろ
が
一

句
の
趣
向
で
そ
こ
が
洒
落
し
ゃ
れ
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

90俳句とはどんなものか



　
守
武
と
宗
鑑
と
を
く
ら
べ
る
と
そ
の
間
に
相
違
も
見
出
さ
れ
ま
す
が
、
し
か
し
大
体
似
よ
っ
た
も
の
と

し
て
お
く
こ
と
が
俳
諧
史
の
概
念
を
作
る
上
に
は
か
え
っ
て
必
要
で
あ
り
ま
す
。

　
私
は
昔
の
連
歌
の
こ
と
は
、
以
上
引
き
合
い
に
出
し
た
こ
と
以
上
に
は
申
し
上
げ
ま
せ
ん
。
い
っ
た
ん

出
た
紹
巴
や
宗
祇
な
ど
い
う
名
前
も
も
う
一
度
墨
で
塗
っ
て
暗
黒
の
ペ
ー
ジ
の
う
ち
に
葬
っ
て
し
ま
い
た

い
と
思
い
ま
す
。
ま
た
宗
鑑
、
守
武
時
代
に
あ
っ
て
も
二
人
の
名
前
だ
け
を
明
る
く
し
て
お
い
て
そ
の
前

後
は
こ
と
ご
と
く
暗
黒
の
ペ
ー
ジ
と
し
て
放
置
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
が
、
守
武
、
宗
鑑
の
死
後
し
ば
ら
く
し
て
松
永
貞
徳
の
名
前
が
ま
た
明
る
く
暗
黒
の
ペ
ー
ジ
の
中
に
見み

出いだ
さ
れ
ま
す
。
（34

）

　
貞
徳
は
先
輩
二
人
の
創
設
し
た
俳
諧
を
継
承
し
て
さ
ら
に
こ
れ
を
多
く
の
弟
子
に
伝
え
た
と
い
う
点
に

功
労
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
弟
子
の
中
に
北
村
季
吟
き
ぎ
ん
と
い
う
名
が
薄
明
る
く
見
え
ま
す
。
季
吟
は

国
学
者
と
し
て
松
尾
芭
蕉
の
師
匠
で
あ
り
ま
す
。

　
季
吟
の
名
も
再
び
暗
黒
の
ペ
ー
ジ
中
に
埋
没
し
て
し
ま
い
ま
し
ょ
う
。
貞
徳
の
多
く
の
有
名
な
弟
子
は

こ
と
ご
と
く
暗
黒
裡
に
放
置
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

　
や
が
て
ま
た
暗
黒
の
う
ち
に
明
る
い
一
つ
の
名
を
見
出
す
も
の
は
西
山
宗
因
と
い
う
名
前
で
あ
り
ま
す
。

（35

）
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宗
因
は
守
武
、
宗
鑑
、
貞
徳
な
ど
の
創
設
し
継
承
し
た
俳
諧
連
歌
に
さ
ら
に
一
変
化
を
与
え
て
新
た
に

談
林
風
の
俳
諧
を
創
設
し
ま
し
た
。
そ
の
俳
諧
は
、

　
　
し
か
た
ば
か
り
お
し
肌
ぬ
い
で
十
文
字
　
　
宗
因

　
　
　
　
か
し
か
う
や
つ
て
さ
ま
す
借
銭
　
　
同

　
本
当
に
腹
を
切
る
わ
け
で
は
な
く
た
だ
仕
方
ば
か
り
を
す
る
の
で
肌
を
お
し
脱
い
で
十
文
字
に
か
き
切

る
、
し
ぐ
さ
を
し
て
み
る
と
い
う
の
が
前
句
の
意
味
、
後
句
は
そ
れ
を
受
け
て
そ
ん
な
こ
と
を
し
て
賢
く

も
借
銭
の
口
を
一
時
逃
れ
を
す
る
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
宗
鑑
、
貞
徳
時
代
よ
り
も
も
っ
と
突
き
進
ん

で
俗
世
間
の
人
事
を
材
料
に
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
ま
た
そ
れ
を
叙
す
る
の
に
純
粋
の
俗
語
を
使
用
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
な
ど
は
大
い
に
注
意
す
べ
き
点
で
あ
り
ま
す
。
発
句
は
、

　
　
蚊
柱
や
け
づ
ら
る
ゝ
な
ら
一
か
ん
な
　
　
宗
因

宗
因
の
発
句
に
は
こ
の
他
に
も
い
ろ
い
ろ
の
種
類
の
が
あ
り
ま
し
て
貞
徳
時
代
の
よ
う
な
も
の
も
あ
り
、
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ま
た
後
年
の
芭
蕉
時
代
に
似
よ
っ
た
も
の
も
あ
り
ま
す
が
、
ま
ず
こ
の
句
の
ご
と
き
が
彼
の
程
度
を
代
表

し
た
も
の
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
蚊
柱
が
立
っ
て
い
る
随
分
大
き
な
蚊
柱
だ
、
柱
と
い
う

以
上
は
一
か
ん
な
削
っ
て
や
り
た
い
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
柱
に
対
し
て
か
ん
な
を
連
想
し
て
く
る
と

こ
ろ
な
ど
は
貞
徳
時
代
の
遺
風
を
み
ま
す
が
、
し
か
し
と
に
か
く
大
き
な
蚊
柱
と
い
う
も
の
に
着
目
し
そ

れ
を
削
っ
て
み
た
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
地
口
以
上
の
滑
稽
が
あ
り
ま
す
。
根
太
が
疼うず
い
た
り
、
匂
い
は
花

に
な
く
て
鼻
に
あ
っ
た
り
す
る
の
に
く
ら
べ
た
ら
、
い
さ
さ
か
感
情
の
上
に
一
進
歩
を
認
め
る
べ
き
で
あ

り
ま
す
。
な
お
さ
ら
に
数
歩
を
進
め
て
い
る
句
の
一
例
は
、

　
　
　
　
　
　 

西  

行  

像  

賛 

さ
い
ぎ
ょ
う
ぞ
う
さ
ん

　
　
秋
は
こ
の
法
師
姿
の
夕
ゆ
う
べか
な
　
　
宗
因

な
ど
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
ら
の
句
に
な
る
と
後
の
芭
蕉
一
派
の
句
の
塁
を
摩
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
い

い
の
で
あ
り
ま
す
。
が
し
か
し
あ
ま
り
詳
し
く
は
申
し
ま
す
ま
い
。
暗
黒
！
　
暗
黒
！
　
大
体
の
概
念
を

得
る
た
め
に
は
か
え
っ
て
大
綱
だ
け
の
明
所
を
に
ぎ
っ
て
い
く
に
限
り
ま
す
。
私
は
こ
こ
で
も
ま
た
宗
因

の
名
前
だ
け
を
白
く
残
し
て
お
い
て
そ
の
ほ
か
一
切
の
こ
と
は
す
っ
か
り
黒
暗
々
の
う
ち
に
葬
っ
て
お
き
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ま
し
ょ
う
。

　
次
に
ぱ
っ
と
明
る
く
な
っ
て
く
る
の
が
松
尾
芭
蕉
で
あ
り
ま
す
。
（36

）

　
松
尾
芭
蕉
は
俳
諧
を
い
わ
ゆ
る
滑
稽
俳
諧
の
境
地
か
ら
救
い
上
げ
て
、
寂さび
、
栞
し
お
りの
境
に
お
い
た
の
で
あ

り
ま
す
。
（37
）

　
滑
稽
と
い
い
俳
諧
と
い
う
字
義
は
洒
落
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
宗
鑑
、
守
武
、
貞

徳
、
宗
因
等
の
人
々
は
、
優
に
や
さ
し
い
和
歌
、
連
歌
か
ら
別
に
一
派
の
俳
諧
を
分
岐
せ
し
め
る
た
め
に

は
俗
語
を
使
用
し
、
俗
情
を
直
叙
し
て
洒
落
滑
稽
を
主
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、

芭
蕉
は
さ
ら
に
そ
れ
を
再
転
し
て
、
そ
の
滑
稽
、
俳
諧
の
奥
に
潜
ん
で
い
る
人
生
の
寂
し
味
に
手
を
つ
け

た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
我
が
俳
諧
の
歴
史
は
こ
の
時
に
よ
っ
て
格
段
の
光
輝
を
放
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
独
り
芭
蕉
の

み
の
力
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、
宗
鑑
以
下
の
人
々
が
築
き
上
げ
た
と
こ
ろ
の
も
の
が
年

月
を
経
る
に
従
っ
て
お
の
ず
か
ら
完
成
し
成
熟
し
た
の
だ
と
も
い
え
ま
す
。
そ
う
い
う
見
地
か
ら
い
う
と

芭
蕉
は
時
代
の 

寵  

児 

ち
ょ
う
じ

だ
と
も
い
え
ま
す
。
が
、
そ
れ
は
ど
ち
ら
で
も
い
い
の
で
あ
り
ま
す
。
要
す
る
に

元
禄
年
間
は
俳
諧
史
の
最
も
明
る
い
ペ
ー
ジ
で
あ
っ
て
そ
の
中
に
松
尾
芭
蕉
と
い
う
大
き
な
活
字
が
特
に
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人
目
に
と
ま
る
と
い
う
こ
と
だ
け
御
記
憶
な
し
て
お
け
ば
い
い
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
灰
汁
桶

あ
く
お
け

の
雫
や
み
け
り
き
り
〳
〵
す
　
　
凡
兆

　
　
　
　
油
か
す
り
て
宵
寝
す
る
秋
　
　
芭
蕉

　
灰
汁
桶
が
漏
っ
て
ボ
タ
リ
ボ
タ
リ
と
音
が
し
て
い
る
、
そ
れ
が
耳
に
つ
い
て
仕
方
が
な
か
っ
た
が
、
そ

の
音
が
止
む
と
や
が
て
き
り
ぎ
り
す
の
啼
く
声
が
聞
こ
え
始
め
た
、
と
い
う
の
が
前
句
の
意
味
で
、
次
の

句
は
、
こ
の
秋
の
夜
長
を
長
く
起
き
て
い
た
と
こ
ろ
で
別
に
何
を
す
る
と
い
う
用
事
の
あ
る
体
で
も
な
い

か
ら
油
を
倹
約
す
る
た
め
に
早
く
灯
を
消
し
て
宵
寝
を
す
る
、
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
孤
独
な
境
涯
に

い
て
淋さび
し
い
心
持
を
抱
い
た
人
が
閑
寂
な
秋
の
夜
に
処
す
る
趣
を
、
こ
の
二
句
は
描
い
て
い
る
の
で
あ
り

ま
す
。
前
に
申
し
の
べ
た
宗
鑑
以
下
の
人
々
の
俳
諧
は
こ
れ
を
読
む
と
、
た
と
い
プ
ッ
と
吹
き
出
さ
ぬ
ま

で
も
「
馬
鹿
な
こ
と
を
い
う
」
と
か
、
「
お
か
し
な
こ
と
を
い
っ
た
も
の
だ
」
と
か
い
う
感
じ
が
す
ぐ
起

っ
て
覚
え
ず
微
笑
を
含
む
の
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
に
あ
げ
た
俳
諧
に
な
る
と
、
な
か
な
か
ど
う
し
て
笑

う
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
厳
粛
な
心
持
で
、
襟
元
を
掻か
き
合
わ
せ
る
よ
う
な
心
持
で
、
そ
の
句
の
描
い
て
い

る
寂
し
い
境
地
、
な
ら
び
に
そ
の
作
者
の
抱
い
て
い
る
淋
し
い
心
持
に
想
い
到
る
の
で
あ
り
ま
す
。
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行  

燈 
あ
ん
ど
う

の
引
出
さ
が
す
は
し
た
銭ぜに
　
　
孤
屋
こ
お
く

　
　
　
　
顔
に
も
の
着
て
う
た
ゝ
ね
の
月
　
　
其
角

　
は
し
た
銭
を
行
燈
の 

抽  

斗 

ひ
き
だ
し

に
探
す
と
い
っ
た
り
、
顔
に
も
の
を
着
て
う
た
た
ね
を
す
る
と
い
っ
た
り

す
る
の
は
前
に
申
し
た
俗
情
を
俗
語
で
の
べ
た
も
の
で
、
和
歌
や
連
歌
で
は
も
と
よ
り
思
い
も
よ
ら
ぬ
こ

と
な
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
の
点
か
ら
申
す
と
、
宗
鑑
以
下
の
仕
事
が
そ
の
ま
ま
こ
こ
に
脈
を
引
い
て

き
て
い
る
と
い
っ
て
い
い
の
で
あ
り
ま
す
が
、
し
か
し
こ
れ
を
か
の
宗
因
あ
た
り
の
俳
諧
に
く
ら
べ
て
み

る
と
、
同
じ
俗
語
、
俗
情
で
あ
っ
て
も
、
彼
に
は
は
し
ゃ
い
だ
滑
稽
な
人
事
が
多
く
、
こ
れ
に
は
落
着
い

た
寂
の
あ
る
人
事
が
多
い
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
し
か
た
ば
か
り
お
し
肌
ぬ
い
で
十
文
字
　
　
宗
因

　
　
　
　
か
し
か
う
や
つ
て
さ
ま
す
借
銭
　
　
同

　
こ
れ
を
読
ん
で
み
る
と
「
は
は
は
」
と
笑
い
た
く
な
り
ま
す
。
そ
れ
は
事
柄
が
お
か
し
な
ば
か
り
で
な

96俳句とはどんなものか



く
そ
れ
を
叙
す
る
作
者
が
自
分
で
は
し
ゃ
い
で
い
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
其
角
と
い
う
人
は
元
禄
時
代
の

俳
人
と
し
て
は
比
較
的
華
奢
か
し
ゃ
な
心
持
を
抱
い
た
人
で
寂
し
味
に
生
命
を
見
出
し
た
芭
蕉
の
弟
子
と
し
て
は

大
分
肌
合
の
違
っ
た
人
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
で
い
て
も
右
の
宗
因
の
句
な
ど
と
く
ら
べ
て
み
る
と
大
分

真
面
目
な
点
が
あ
り
ま
す
。
た
だ
平
板
に
、
或ある
人
事
を
叙
し
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
奥

に
は
落
着
い
た
心
持
が
潜
ん
で
い
ま
す
。
そ
こ
が
芭
蕉
一
派
の
大
き
な
生
命
な
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
古
寺
の
簀
子
す
の
こ
も
青
く  
冬    

構  
ふ
ゆ
が
ま
え

　
　
凡
兆

　
古
寺
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
何
も
か
も
古
び
て
い
る
が
、
い
よ
い
よ
こ
れ
か
ら
冬
に
な
る
と
い
う
の
で
そ

の
支
度
を
す
る
、
そ
こ
で
簀
子
だ
け
は
取
り
替
え
て
青
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
簀
子
の

青
い
と
い
う
こ
と
は
美
し
い
派
手
な
方
面
を
い
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
せ
い
ぜ
い
派
手
で
美
し
い
の
が

何
か
と
い
う
と
た
だ
簀
子
の
青
い
の
だ
と
気
が
つ
い
て
み
る
と
、
い
か
に
そ
の
古
寺
の
全
体
の
光
景
を
物

古
り
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　
　
海あ
士ま
の
家や
は
小こ
海え
老び
に
交
る
い
と
ゞ
か
な
　
　
芭
蕉
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か
つ
て
私
は
小
川
芋
銭
う
せ
ん
君
を 

牛 

久 

沼 

う
し
く
ぬ
ま

の
ほ
と
り
に
訪
う
た
時
、
こ
の
句
の
よ
う
な
光
景
は
よ
く
沼
畔

の
海
士
の
家
で
見
る
と
こ
ろ
だ
と
同
君
が
話
さ
れ
ま
し
た
。
同
じ
海
士
の
家
で
も
海
岸
に
あ
る
海
士
の
家

は
浪
の
音
の
壮
快
さ
な
ど
が
と
も
な
っ
て
い
て
ど
こ
と
な
く
陽
気
な
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
が
、
沼
や
湖
の

ほ
と
り
の
海
士
の
家
は 

小  

波 

さ
ざ
な
み

も
立
た
ぬ
水
の
静
か
さ
と
と
も
に
滅
入
る
よ
う
に
淋
し
い
そ
の
海
士
の
家

の
軒
端
な
ど
に
、
そ
の
湖
も
し
く
は
沼
で
と
れ
た
小
海
老
を
乾
か
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
そ
の
中
に
、
同
じ

く
海
老
の
ご
と
く
長
い
脚
を
し
て
ぷ
い
ぷ
い
飛
ん
で
い
る
も
の
が
あ
る
の
は
何
か
と
見
る
と
、
そ
れ
は
い

と
ど
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
鉢
た
ゝ
き
来
ぬ
夜
と
な
れ
ば
朧
な
り
　
　
去
来

　
鉢
た
た
き
と
い
う
の
は
京
都
の
空 

也 

念 

仏 

く
う
や
ね
ん
ぶ
つ

の
僧
が  

瓢    

箪  

ひ
ょ
う
た
ん

を
た
た
い
て
冬
の
間
夜
に
な
る
と 

洛  

ら
く
な

内 い
、
洛
外
を
歩
き
ま
わ
り
米
銭
を
集
め
る
も
の
で
そ
の
鉢
た
た
き
が
来
な
く
な
る
と
い
つ
の
間
に
か
朧

に
な
っ
て
春
め
い
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
去
来
は
京
都
に
住
ん
で
い
た
の
で
あ
る
か
ら
冬
中
そ

の
鉢
た
た
き
の
音
を
淋
し
く
聞
い
て
い
た
、
そ
れ
が
こ
の
句
を
生
ん
だ
主
な
理
由
で
あ
り
ま
す
が
、
春
の
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夜
に
な
っ
て
心
の
と
き
め
く
を
覚
え
る
に
つ
れ
て
も
こ
の
冬
中
耳
に
つ
い
て
離
れ
な
か
っ
た
淋
し
い
鉢
た

た
き
を
思
い
出
す
と
こ
ろ
に
こ
の
作
者
の
地
味
な
心
持
が
伺
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
こ
う
い
う
例
は
際
限
も
な
く
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
た
く
さ
ん
の
例
を
挙
げ
る
う
ち
に
は
多

少
例
外
と
し
て
宗
鑑
以
下
の
滑
稽
趣
味
を
そ
の
ま
ま
伝
承
し
て
い
る
も
の
を
も
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
こ
の
略
史
に
は
無
用
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
た
だ
我
等
は
、

　
芭
蕉
を
中
心
と
す
る
元
禄
の
新
運
動
は
、
俳
諧
を 

滑  

稽 

こ
っ
け
い

駄
洒
落

だ
じ
ゃ
れ

の
域
よ
り
救
い
上
げ
て
、
真
面
目
な

着
実
な
そ
う
し
て
閑
寂
趣
味
の
も
の
に
導
い
た
と
い
う
こ
と
を
記
憶
す
れ
ば
い
い
の
で
あ
り
ま
す
。
（38

）

　
　
古
池
や
蛙
か
わ
ず飛
び
込
む
水
の
音
　
　
芭
蕉

　
　
初
時
雨
猿
も
小
蓑
を
ほ
し
げ
な
り
　
　
芭
蕉

　
　
何
事
ぞ
花
見
る
人
の
長
刀
　
　
去
来

　
　
馬
は
濡
れ
牛
は
夕
日
の
村
時
雨
　
　
杜
国

　
　
い
ろ
〳
〵
の
名
も
む
つ
か
し
や
春
の
草
　
　 

珍  
磧 

ち
ん
せ
き

　
　
水
鳥
の
は
し
に
つ
い
た
る
梅
白
し
　
　
野
水
や
す
い

　
　
行
き
〳
〵
て
倒
れ
伏
す
と
も
萩
の
原
　
　
曾そ
良ら
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子
や
待
た
ん
余
り
雲
雀
の
高
上
り
　
　 

杉  

風 

さ
ん
ぷ
う

　
　
鬮くじ
と
り
て
菜
飯
た
か
す
る
夜
伽
よ
と
ぎ
か
な
　
　 

木  

節 

ぼ
く
せ
つ

　
　
秋
の
空
尾
上
お
の
え
の
杉
に
離
れ
け
り
　
　
其
角

　
　
な
が
〳
〵
と
川
一
筋
や
雪
の
原
　
　
凡
兆

　
　
初
雪
の
見
事
や
馬
の
鼻
柱
　
　 

利  

牛 

り
ぎ
ゅ
う

　
　
黄
菊
白
菊
そ
の
外
の
名
は
な
く
も
が
な
　
　
嵐
雪

　
　
十
団
子

と
だ
ん
ご

も
小
粒
に
な
り
ぬ
秋
の
風
　
　
許
六

　
　
我
事
と
鰌
ど
じ
ょ
うの
逃
げ
し
根
芹
ね
ぜ
り
か
な
　
　
丈
草

　
　
長
松
が
親
の
名
で
来
る 

御  
慶 

ぎ
ょ
け
い

か
な
　
　
野や
坡ば

　
　
子
や
泣
か
ん
そ
の
子
の
母
も
蚊
の
く
は
ん
　
　
嵐
蘭

　
　
焼
に
け
り
さ
れ
ど
も
花
は
散
り
す
ま
し
　
　
北
枝

　
　  

若    

楓  

わ
か
か
え
で

茶
色
に
な
る
も
一
さ
か
り
　
　
曲
水

　
　
目
に
青
葉
山  

郭    

公  

ほ
と
と
ぎ
す 

初 

松 

魚 

は
つ
が
つ
お

　
　
素
堂

　
　
藁わら
積つん
で
広
く
淋
し
き
枯
野
か
な
　
　
尚
白

　
　
お
も
し
ろ
う
松
笠
も
え
よ
薄
月
夜
　
　
士
芳
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行
燈
の
煤
け
ぞ
寒
き
雪
の
暮
　
　
越
人

　
　
片
枝
に
脈
や
通
ひ
て
梅
の
花
　
　
支
考

　
　
時
雨
来く
や
並
び
か
ね
た
る
い
さ
ゞ
船
　
　
千
那

　
　
身
の
上
を
唯
し
を
れ
け
り 

女 

郎 

花 

お
み
な
え
し

　
　 

凉  

菟 

り
ょ
う
と

　
芭
蕉
及
び
そ
の
門
下
の
人
の
名
前
は
比
較
的
著
名
な
有
力
な
も
の
を
抜
い
た
の
で
は
あ
り
ま
す
が
、
こ

の
う
ち
の
若
干
の
人
に
代
え
る
に
他
の
若
干
の
人
を
も
っ
て
し
た
と
こ
ろ
で
別
に
不
都
合
だ
と
い
う
程
厳

格
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
以
上
の
人
々
の
名
前
を
記
憶
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
元
禄
時
代
の
俳
壇

の
中
心
人
物
を
知
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
そ
れ
で
結
構
な
の
で
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
ほ
か
元
禄
の
作
家
と
し
て
鬼
貫
及
び
そ
の
一
派
に
も
説
き
及
ぼ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
り
ま

す
が
、

　
こ
れ
は
伊
丹
い
た
み
風
と
い
っ
て
む
し
ろ
芭
蕉
と
は
違
っ
た
系
統
に
立
っ
て
し
か
も
似
よ
っ
た
仕
事
を
し
た
と

い
う
よ
う
な
人
々
で
あ
り
ま
す
（39

）

　
か
ら
、
大
体
を
説
く
と
い
う
こ
の
講
義
の
主
義
か
ら
わ
ざ
と
閑
却
す
る
こ
と
に
し
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
暗

黒
主
義
に
基
づ
く
の
で
あ
り
ま
す
。
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小
説
家
と
し
て
有
名
な
西
鶴
も
、
元
禄
の
俳
人
と
し
て
忘
れ
さ
る
こ
と
は
で
き
な
い
わ
け
な
の
で
あ
り

ま
す
が
、
や
は
り
暗
黒
の
裡
に
葬
り
さ
っ
て
お
き
ま
す
。
（40

）

　
古
池
の
句
に
つ
い
て
は
子
規
居こ
士じ
が
か
つ
て
「
古
池
の
句
の
弁
」
な
る
も
の
を
ホ
ト
ト
ギ
ス
第
二
巻
第

一
号
の
紙
上
に
書
い
て
、
こ
の
句
の
天
下
に
高
名
な
の
は
こ
の
句
の
絶
対
的
価
値
に
よ
る
の
で
は
な
く
て
、

こ
の
句
を
作
っ
た
時
芭
蕉
は
頓
悟
と
ん
ご
し
た
、
と
い
う
そ
の
歴
史
的
価
値
に
基
づ
く
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を

詳
論
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
を
こ
こ
に
か
い
つ
ま
ん
で
い
う
と
、
芭
蕉
は
も
と
宗
因
の
談
林
調
を
学
ん
だ
の

で
、
や
は
り
滑
稽
駄
洒
落
の
類
で
な
け
れ
ば
俳
句
で
な
い
と
心
得
て
い
た
。
そ
う
で
な
い
に
し
て
も
何
か

一
理
屈
い
う
と
か
、
う
が
つ
と
か
し
な
け
れ
ば
俳
句
に
な
ら
ぬ
と
思
っ
て
い
た
、
と
こ
ろ
が
深
川
の
芭
蕉

庵
に
い
た
時
に
、
あ
る
静
か
な
春
の
夜
、
庭
の
古
池
に
蛙
の
飛
び
こ
む
音
が
淋
し
く
耳
に
つ
い
た
、
そ
こ

で
何
心
な
く
「
古
池
や
蛙
と
び
こ
む
水
の
音
」
と
口
ず
さ
ん
だ
。
そ
う
し
て
こ
こ
だ
こ
こ
だ
と
心
に
う
な

ず
い
た
。
今
ま
で
ど
う
も
作
句
の
上
に
不
満
足
な
点
が
あ
っ
た
、
ど
う
か
し
て
そ
こ
を
逃
れ
出
て
新
し
い

境
地
に
入
り
た
い
と 

懊  

悩 

お
う
の
う

し
て
い
た
が
、
そ
れ
が
こ
の
句
を
得
た
と
同
時
に
合
点
が
い
っ
た
。
俳
句
は

何
も
別
に
む
ず
か
し
い
こ
と
を
こ
し
ら
え
上
げ
な
く
て
も
い
い
の
で
あ
る
。
そ
の
ま
ま
を
い
え
ば
い
い
の

で
あ
る
、
と
こ
う
合
点
が
ゆ
く
と
嬉うれ
し
く
て
た
ま
ら
ず
、
こ
の
句
を
し
き
り
に
門
人
ど
も
に  

吹    

聴  

ふ
い
ち
ょ
う

し

た
、
そ
こ
で
後
人
は
こ
の
句
に
何
か
深
秘
な
意
味
で
も
あ
る
か
の
よ
う
に
推
し
て
無
暗
に
有
難
が
る
こ
と
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に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
何
ぞ
知
ら
ん
芭
蕉
が
自
ら
喜
ん
だ
の
は
む
し
ろ
そ
の
何
の
意
味
も
な
い
と
こ
ろ

に
あ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
れ
よ
り
彼
の
新
し
い
道
が
開
け
て
い
わ
ゆ
る
芭
蕉
風
を
完
成
す
る
よ
う
に

な
っ
た
と
す
れ
ば
歴
史
的
に
は
立
派
な
価
値
の
あ
る
句
で
あ
る
…
…
と
こ
う
い
う
意
味
の
解
説
で
あ
っ
た

よ
う
に
記
憶
し
て
い
ま
す
。
私
は
こ
の
説
は
興
味
の
あ
る
説
だ
と
考
え
ま
す
。
芭
蕉
の
心
の
奥
に
立
ち
入

っ
た
深
み
の
あ
る
解
釈
だ
と
考
え
ま
す
。

「
初
時
雨
猿
も
小
蓑
を
ほ
し
げ
な
り
」
と
い
う
句
に
つ
い
て
は
其
角
が
「 

猿  

蓑 

さ
る
み
の

」
の
序
で
こ
う
い
う
こ

と
を
言
っ
て
い
ま
す
。

「 

我  

翁 

わ
が
お
う 

行  

脚 

あ
ん
ぎ
ゃ

の
頃
伊
賀
越

い
が
ご
え

し
け
る
山
中
に
て
猿
に
小
蓑
を
着
せ
て
は
い
か
い
の
神しん
を
入いれ
た
ま
ひ
け
れ

ば
…
…
」

　
つ
ま
り
芭
蕉
が
閑
寂
趣
味
に
立
脚
し
た
こ
と
を
推
称
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
伊
賀
の
山
中
で
樹
上

に
い
る
猿
を
見
た
時
に
お
り
ふ
し
初
時
雨
が
降
っ
て
き
た
、
そ
の
初
時
雨
の
淋
し
さ
が
腸
は
ら
わ
たに
沁
み
こ
む
よ

う
に
覚
え
ら
れ
た
時
自
分
の
情
を
猿
に
移
し
て
猿
も
蓑
を
ほ
し
げ
だ
と
言
っ
た
そ
の
心
持
に
俳
諧
の
生
命

は
あ
る
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。

「
何
事
ぞ
」
の
句
は
花
を
見
る
の
に
何
の
必
要
が
あ
っ
て
長
い
刀
を
さ
し
て
い
る
の
だ
、
無
用
な
こ
と
だ
、

と
伊だ
達て
に
長
刀
を
帯
び
て
い
る
人
の
無
風
流
を
あ
ざ
け
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
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「
馬
は
濡
れ
」
の
句
は
時
雨
の
あ
る
地
を
画かく
し
て
降
る
光
景
を
い
っ
た
の
で
、
同
じ
一
つ
の
野
で
も
そ
こ

に
い
る
馬
は
濡
れ
、
か
し
こ
に
い
る
牛
に
は
日
が
当
た
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。

「
い
ろ
〳
〵
の
」
の
句
は
、
春
に
な
っ
て
い
ろ
い
ろ
の
草
が
萌も
え
出
る
、
嫁
菜
と
か
薺
な
ず
なと
か
蓬
よ
も
ぎと
か
芹
と

か
そ
れ
ぞ
れ
名
が
あ
る
が
、
そ
れ
を
一
々
覚
え
る
の
は
難
し
い
こ
と
だ
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
い

う
う
ち
に
も
そ
の
春
の
草
に
親
し
み
を
持
っ
た
心
持
が
あ
り
ま
す
。

「
水
鳥
の
」
の
句
は
、
水
鳥
が
水
中
に
物
を
つ
い
ば
ん
だ
時
、
そ
こ
に
浮
い
て
い
た
梅
の
花
が
そ
の
く
ち

ば
し
に
つ
い
た
、
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
即
景
の
句
で
あ
り
ま
す
。

「
行
き
〳
〵
て
」
の
句
は
、
曾
良
が
芭
蕉
の
伴
を
し
て
長
い
旅
行
を
し
て
い
た
時
、
途
中
で
腹
痛
を
催
し

た
、
そ
の
時
作
っ
た
句
で
ど
こ
ま
で
も
行
っ
て
み
よ
う
、
倒
れ
る
ま
で
行
っ
て
み
よ
う
、
萩
の
原
で
も
あ

っ
た
ら
そ
こ
へ
倒
れ
る
ま
で
だ
、
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
芭
蕉
に
対
し
て
忠
実
な
、
萩
の
花
に
対
し
て

も
の
な
つ
か
し
い
心
持
が
現
わ
れ
て
い
ま
す
。

「
子
や
待
た
ん
」
の
句
は
、
雲
雀
が
あ
ま
り
高
く
上
が
る
の
で
、
そ
ん
な
に
高
く
上
が
っ
て
し
ま
っ
て
は
、

下
の
麦
畑
に
い
る
子
雲
雀
が
お
前
の
降
り
て
来
る
の
を
待
ち
か
ね
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。

「
鬮
と
り
て
」
の
句
は
、
芭
蕉
の
臨
終
前
に
多
勢
の
弟
子
が
句
を
作
っ
て
芭
蕉
を
慰
め
た
、
そ
の
時
に
唯

一
の
医
師
と
し
て
芭
蕉
の
診
療
に
従
事
し
て
い
た
の
が
こ
の
句
の
作
者
木
節
で
、
医
者
で
あ
り
な
が
ら
も
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や
は
り
弟
子
の
一
人
と
し
て
こ
の
句
を
作
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
今
晩
夜
伽
を
す
る
の
に
空
腹
を
し
の
ぐ

た
め
に
菜
飯
を
焚た
こ
う
と
す
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
も
鬮
を
引
い
て
そ
の
鬮
に
当
た
っ
た
も
の
が
焚た

く
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
お
そ
ら
く
実
境
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

「
秋
の
空
」
の
句
は
秋
の
空
の
高
く
晴
れ
た
景
色
で
、
山
の
頂
の
杉
を
も
ず
っ
と
離
れ
て
大
空
が
か
か
っ

て
い
る
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
き
わ
め
て
平
明
で
し
か
も
印
象  

明    

瞭  

め
い
り
ょ
う

な
句
で
あ
り
ま
す
。

「
な
が
〳
〵
と
」
の
句
は
、
雪
の
原
は
一
面
に 

白 

皚 

々 

は
く
が
い
が
い
と
し
て
い
る
が
そ
の
中
に
長
々
と
一
筋
の
川
が

流
れ
て
い
て
そ
こ
だ
け
色
が
違
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ま
た
平
明
な
句
で
あ
っ
て
極
め

て
印
象
明
瞭
に
描
か
れ
て
い
ま
す
。

「
初
雪
の
」
の
句
は
、
初
雪
の
降
っ
た
時
ふ
と
見
る
と
戸
外
に
つ
な
い
で
あ
っ
た
馬
の
鼻
柱
の
と
こ
ろ
に

見
事
に
白
く
積
も
っ
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。

「
黄
菊
白
菊
」
の
句
は
、
菊
は
い
ろ
い
ろ
変
わ
り
咲
き
も
あ
る
が
や
は
り
黄
菊
と
白
菊
と
に
限
る
、
そ
の

ほ
か
の
菊
は
な
い
方
が
よ
い
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
ほ
か
の
名
の
な
い
こ
と
を
望
む
の
は
や
は
り

菊
そ
の
も
の
の
な
い
こ
と
を
望
む
の
で
あ
り
ま
す
。 
温  
藉  

穏  

当 
お
ん
し
ゃ
お
ん
と
う

を
好
む
作
者
の
心
持
が
よ
く
現
わ
れ

て
い
ま
す
。

「
十
団
子
」
の
句
は
、
秋
風
の
吹
く
こ
ろ
、
宇う
都つ
の
山
を
越
え
る
時
に
作
っ
た
句
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
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宇
都
の
山
の
名
物
で
あ
る
十
団
子
も
以
前
よ
り
は
小
粒
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
十
団
子
さ
え

小
粒
に
な
っ
た
と
こ
ろ
に 

秋   

風   

蕭   

殺  

し
ゅ
う
ふ
う
し
ょ
う
さ
つ

の
心
持
が
あ
り
ま
す
。

「
我
事
と
」
の
句
は
、
根
芹
を
摘
も
う
と
し
て
手
を
水
中
に
入
れ
る
と
、
そ
こ
に
い
た
泥
鰌
が
自
分
の
こ

と
か
と
思
っ
て
逃
げ
た
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
丈
草
の
句
に
は
軽
み
が
あ
る
と
い
っ
て
芭
蕉
が
ほ
め
た

こ
と
が
あ
る
よ
う
に
覚
え
て
い
ま
す
が
、
こ
の
句
の
如
き
も
そ
の
軽
み
の
点
に
と
り
え
が
あ
り
ま
す
。
た

だ
し
軽
み
と
申
し
て
も
宗
因
時
代
の
滑
稽
と
は
大
分
趣
を
異
に
し
て
い
ま
す
。
滑
稽
は
滑
稽
で
も
駄
洒
落

る
の
で
は
な
く
て
事
実
の
描
写
を
主
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

「
長
松
が
」
の
句
は
、
丁
稚
で
っ
ち
の
長
松
が
新
年
に
は
親
の
名
代
で
も
っ
と
も
ら
し
く
御
年
始
に
来
る
、
と
い

う
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
も
あ
る
人
事
の
お
か
し
み
を
見
出
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
作
者
が
し
い
て

ふ
ざ
け
た
あ
と
は
少
し
も
な
く
、
た
だ
平
坦
に
事
実
を
叙
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

「
子
や
泣
か
ん
」
の
句
は
、
有
名
な
俳
文
「
蚊
を
焚
く
の
辞
」
の
終
り
に
あ
る
句
で
あ
り
ま
し
て
、
蚊
帳

の
中
に
は
い
っ
て
い
る
蚊
は
悪にく
む
べ
き
で
あ
る
、
そ
の
蚊
の
た
め
に
子
ど
も
は
く
わ
れ
て
泣
く
だ
ろ
う
、

子
ど
も
ば
か
り
か
そ
の
子
の
母
も
や
は
り
そ
の
蚊
に
く
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。

「
焼
に
け
り
」
の
句
は
、
北
枝
の
家
が
類
焼
し
た
時
に
作
っ
た
句
で
、
自
分
の
家
は
焼
け
た
、
け
れ
ど
も

花
は
散
っ
て
し
ま
っ
た
あ
と
で
あ
っ
た
か
ら
花
は
焼
か
な
く
っ
て
ま
あ
よ
か
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
り
ま
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す
。
家
や
財
宝
よ
り
も
む
し
ろ
樹
頭
の
花
に
重
き
を
お
く
心
持
を
い
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
う
心

持
を
あ
ま
り
誇
張
し
す
ぎ
る
と 

陳  

套 

ち
ん
と
う

な
思
想
に
堕
す
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
た
だ
単
に
事
実
を
叙
し
た

だ
け
に
止
め
て
あ
る
と
こ
ろ
に
淡
白
な
趣
味
が
保
た
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

「
若
楓
」
の
句
は
、
夏
の
初
め
に
楓
が
芽
を
ふ
い
て
、
そ
の
は
じ
め
は
茶
色
で
あ
る
が
、
そ
れ
も
一
盛
り

で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
若
楓
の
あ
る
特
質
を
見
出
み
い
だ
し
て
称
美
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。

「
目
に
青
葉
」
の
句
は
、
夏
鎌
倉
に
来
て
作
っ
た
句
で
、
鎌
倉
に
来
て
み
る
と
目
に
は
山
々
の
青
葉
が
映

り
、
耳
に
は
郭
公
の
鳴
く
声
が
聞
こ
え
、
口
に
は
こ
の
地
の
名
産
の
初
松
魚
が
食
え
る
と
い
う
の
で
あ
り

ま
す
。

「
藁
積
ん
で
」
の
句
は
、
冬
枯
の
野
に
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
藁
が
積
ん
で
あ
る
が
、
そ
の
ほ
か
に
は
目
に
立
っ

た
林
も
な
く
人
家
も
な
く
た
だ  

渺    
茫  

び
ょ
う
ぼ
う

と
し
て
淋さび
し
く
広
い
、
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。

「
お
も
し
ろ
う
」
の
句
は
、
芭
蕉
を
と
め
た
時
の
句
で
、
何
も
御
馳
走

ご
ち
そ
う

も
な
く
歓
待
の
し
よ
う
も
な
い
、

折
節
の
薄
月
夜
に
、
そ
こ
に
七
輪
な
り
竃
の
下
な
り
に
焚
い
て
い
る 

松  

笠 

ま
つ
か
さ

で
も
お
も
し
ろ
う
燃
え
た
ら

よ
か
ろ
う
、
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。

「
行
燈
の
」
の
句
は
雪
の
降
っ
た
夕
暮
れ
に
行
燈
を
出
し
て
み
る
と
、
そ
の
雪
の
白
い
の
に
対
し
て
い
か

に
も
煤すす
け
が
目
立
っ
て
見
え
、
こ
と
に
寒
い
心
持
が
す
る
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
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「
片
枝
に
」
の
句
は
枯
木
に
等
し
い
梅
の
木
に
ぼ
つ
ぼ
つ
と
花
が
咲
い
て
、
見
る
と
一
方
の
枝
の
方
に
そ

の
花
は
片
ず
ん
で
い
る
、
す
る
と
こ
れ
は
片
方
の
枝
だ
け
に
脈
が
通
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
の

で
あ
り
ま
す
。

「
時
雨
来
や
」
の
句
は
、
近
江
の
湖
水
で
取
れ
る
魦
い
さ
ざを
漁
す
る
船
が
湖
上
に
た
く
さ
ん
出
て
い
た
が
、
に

わ
か
に
時
雨
が
降
っ
て
き
た
の
で
今
ま
で
静
か
に
並
ん
で
漁
し
て
い
た
の
が
急
に
列
を
乱
し
始
め
た
、
と

い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
一
陣
の
風
さ
え
添
い
て
時
雨
の
降
っ
て
き
た
時
の
即
事
で
あ
り
ま
す
。

「
身
の
上
を
」
の
句
は
女
郎
花
の
花
の
風
情
と
い
い
、
ま
た
女
郎
花
と
い
う
名
と
い
い
、
ど
う
や
ら
人
間

の
女
性
を
見
る
よ
う
な
心
持
が
す
る
、
そ
の
花
の
露
を
帯
び
て
し
お
れ
て
い
る
様
は
女
性
が
自
分
の
身
の

上
を
思
い
屈
し
て
し
お
れ
に
し
お
れ
て
い
る
の
に
よ
く
似
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。

　
以
上
は
い
ず
れ
も
略
解
で
あ
り
ま
す
が
前
に
挙
げ
た
二
、
三
の
例
句
の
上
に
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
句
を
あ

わ
せ
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
芭
蕉
の
下
に
統
率
せ
ら
れ
た
元
禄
の
俳
句
と
い
う
も
の
が
ど
ん
な
も
の
で

あ
る
か
と
い
う
こ
と
は
大
体
お
わ
か
り
に
な
っ
た
こ
と
と
考
え
ま
す
。

　
そ
の
特
性
を
か
い
つ
ま
ん
で
申
せ
ば
、
枯
淡
、
情
味
、
素
朴
、
平
明
と
い
う
こ
と
な
ど
で
あ
り
ま
す
。

（41

）
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こ
の
時
代
が
　
　
こ
と
に
明
る
い
こ
の
時
代
が
　
　
過
ぎ
去
る
と
ま
た
暗
黒
時
代
が
ま
い
り
ま
す
。
そ

れ
は
必
ず
し
も
事
実
が
不
明
だ
と
い
う
の
で
は
な
く
、
例
の
通
り
暗
黒
の
ペ
ー
ジ
と
し
て
葬
り
去
っ
て
格

別
さ
し
つ
か
え
の
な
い
時
代
だ
と
申
す
次
第
な
の
で
あ
り
ま
す
。

　
た
だ
今
申
し
述
べ
た
人
々
を
中
心
と
し
た
時
代
は
明
る
く
く
っ
き
り
と
浮
み
出
で
て
お
り
ま
す
が
、
そ

の
後
ま
た
し
ば
ら
く
暗
黒
で
あ
り
ま
す
。
や
が
て
ま
た
第
二
の
光
の
時
代
が
我
等
の
眼
の
前
に
展
開
し
ま

す
。

　
こ
れ
が
蕪
村
を
中
心
と
す
る 
安  

永 
あ
ん
え
い 

天  

明 

て
ん
め
い

の
俳
句
界
で
あ
り
ま
す
。
（42

）

　
　
菜
の
花
や
月
は
東
に
日
は
西
に
　
　
蕪
村

　
　
鮮
あ
ざ
ら
けき
魚
拾
ひ
け
り
雪
の
中
　
　
几
董

　
　
宿
直
と
の
い
し
て
迎
へ
侍はべ
り
ぬ
君
が
春
　
　
月
居

　
　
夜
を
春
に
伏
見
の
芝
居
と
も
し
け
り
　
　
田
福

　
　
南
宗
の
貧
し
き
寺
や
冬
木
立
　
　
月
渓

　
　
う
き
人
の
手
拍
子
の
合
ふ
踊
か
な
　
　
百
池
も
も
ち
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四
つ
に
折
り
て
戴
く
小
夜
の
頭
巾
ず
き
ん
か
な
　
　
無
腸

　
　
父
が
酔えい
家
の 

新  

酒 

し
ん
し
ゅ

の
嬉
し
さ
に
　
　
召
波

　
　
山
吹
も
散
ら
で
貴
船
き
ぶ
ね
の  

郭    

公  

ほ
と
と
ぎ
す

　
　
維い
駒く

　
　
秋
の
風
芙
蓉
ふ
よ
う
に
雛
を
見
つ
け
た
り
　
　 

蓼  

太 

り
ょ
う
た

　
　
と
こ
ろ
／
″
＼
雪
の
中
よ
り
夕
煙
　
　
闌
更

　
　
我
寺
の
鐘
と
思
は
ず
夕
霞
　
　
蝶
夢

　
　
囀
さ
え
ず
りや
野
は
薄
月
の
さ
し
な
が
ら
　
　
嘯
山

　
　  

衣    

更  

こ
ろ
も
が
え

独
り
笑
み
行
く
座
頭
ざ
と
う
の
坊
　
　  

暁    

台  

き
ょ
う
た
い

　
　
秋
萩
の
う
つ
ろ
ひ
て
風
人
を
吹
く
　
　
樗
良
ち
ょ
ら

　
　
初
蝶
の
小
さ
く
物
に
紛まぎ
れ
ざ
る
　
　
白
雄
し
ら
お

　
　
頬
は
れ
て
上
戸
老おい
行
く
暑
さ
か
な
　
　
太
祇

　
　
古
草
に 

陽  

炎 

か
げ
ろ
う

を
踏
む
山
路
か
な
　
　
大
魯

　
　
う
し
ろ
か
ら
馬
の
面つら
出だ
す
清
水
か
な
　
　
一
鼠
い
っ
そ

　
　
今け
朝さ
秋
と
知
ら
で
門
掃
く
男
か
な
　
　
存
義
ぞ
ん
ぎ

　
　
霧
の
海
大
き
な
町
に
出
で
に
け
り
　
　
移
竹

110俳句とはどんなものか



　
　
ぬ
し
の
無
い
膳
あ
げ
て
行
く
暑
さ
か
な
　
　
几
圭
き
け
い

　
　
夏
を
宗むね
と
作
れ
ば
庵いお
に
野
分
の
わ
き
か
な
　
　
也
有
や
ゆ
う

　
安
永
天
明
時
代
は
俳
諧
　
　
連
句
　
　
は
あ
ま
り
振
る
わ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
蕪
村
や
几
董

も
こ
れ
を
試
み
て
い
る
し
暁
台
な
ど
は
多
少
そ
の
方
に
志
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
俳
句

に
比
べ
る
と
い
ず
れ
も
見
劣
り
が
し
ま
す
。
安
永
天
明
の
俳
句
界
を
知
る
た
め
に
は
俳
諧
は
し
ば
し
措お
い

て
も
さ
し
つ
か
え
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

　
当
時
俳
諧
宗
匠
と
し
て
世
間
に
勢
力
の
あ
っ
た
者
か
ら
申
せ
ば
蓼
太
で
あ
り
ま
し
ょ
う
け
れ
ど
も
作
句

の
技
量
か
ら
い
っ
た
ら
い
う
ま
で
も
な
く
、
蕪
村
を
推
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
蕪
村
の
下
に
几
董
、

月
居
、
田
福
、
百
池
等
の
弟
子
達
が
あ
り
ま
す
。
無
腸
は
上
田
秋
成
で
俳
人
と
し
て
蕪
村
一
派
に
交
遊
が

あ
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
漢
学
者
兼 

編  

纂 

へ
ん
さ
ん

者
と
し
て
の
三
宅
嘯
山
、
元
禄
研
究
者
古
書
翻
刻
者
と
し
て

の
蝶
夢 

和  

尚 

お
し
ょ
う

も
あ
り
ま
す
。

　
召
波
も
几
董
な
ど
と
と
も
に
蕪
村
門
下
の
一
人
で
は
あ
り
ま
す
が
、
几
董
等
よ
り
も
年
齢
も
社
会
的
の

位
置
も
先
輩
で
あ
り
ま
し
た
。
維
駒
は
召
波
の
子
で
「
五
車
反
古

ご
し
ゃ
ほ
う
ご
」
の
編
者
で
あ
り
ま
す
。

　
太
祇
は
前
に
も
一
度
申
し
た
と
お
り
蕪
村
の
友
人
で
む
し
ろ
少
し
先
輩
な
の
で
あ
り
ま
す
。
蕪
村
の
句

111 第四章　俳諧略史



は 

豪  

宕  

磊  

落 

ご
う
と
う
ら
い
ら
く

、
太
祇
の
句
は
人
事
描
写
、
と
も
に
得
や
す
か
ら
ざ
る
大
才
で
あ
り
ま
す
。
大
魯
も
蕪

村
門
下
の
高
足
で
あ
り
ま
す
。
一
鼠
は
か
つ
て
そ
の
著
書
の
序
文
に
お
い
て
大
魯
か
ら 

品  

隲 

ひ
ん
し
つ

を
受
け
た

こ
と
が
あ
る
よ
う
に
記
憶
し
て
お
り
ま
す
。
一
鼠
に
代
え
る
に
何
人
を
も
っ
て
す
る
と
も
た
い
し
て
さ
し

つ
か
え
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
蓼
太
、
闌
更
、
蝶
夢
、
嘯
山
、
暁
台
、
樗
良
、
白
雄
、
こ
れ
等
は
み
な
蕪
村
の
友
人
で
あ
っ
て
ほ
と
ん

ど
同
時
代
に
各
一
方
に
お
い
て
覇
を
称
し
て
い
た
人
々
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
存
義
、
移
竹
、
几
圭
、
也
有

の
徒
は
蕪
村
の
友
人
も
し
く
は
先
輩
で
、
安
永
、
天
明
の
復
興
期
を
導
く
上
に
そ
れ
ぞ
れ
功
労
の
あ
っ
た

人
々
で
あ
り
ま
す
。

「
菜
の
花
や
」
の
句
は
春
の
夕
暮
の
光
景
で
そ
の
辺
一
面
に
菜
の
花
が
咲
い
て
い
る
、
東
の
方
を
見
る
と

白
い
月
が
出
て
い
る
、
西
の
方
に
は
山
に
落
ち
か
か
っ
た
夕
日
が
赤
く
雲
を
染
め
て
い
る
と
い
う
の
で
あ

り
ま
す
。
京
都
あ
た
り
で
よ
く
見
る
昼
の
よ
う
な
景
色
で
あ
り
ま
す
。
「
な
が
な
が
と
川
一
筋
の
雪
の
原
」

と
か
「
藁
積
ん
で
広
く
淋
し
き
枯
野
か
な
」
と
か
い
っ
た
よ
う
な
句
と
同
様
、
景
色
そ
の
ま
ま
を
描
い
た

の
で
あ
り
ま
す
。
が
、
彼
に
く
ら
べ
る
と
こ
れ
は
な
お
い
っ
そ
う
印
象  

明    

瞭  

め
い
り
ょ
う

で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
光

景
そ
の
も
の
が
派
手
で
あ
り
ま
す
。
春
と
冬
と
の
相
違
が
あ
る
と
い
う
ば
か
り
で
な
く
、
彼
は
川
一
筋
と

か
積
藁
と
か
を
見
出
し
て
そ
れ
を
唯
一
の
点
景
物
と
し
て
お
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
東
に
月
を
見
出
し
、
西
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に
入
日
を
描
い
て
い
ま
す
。

「
鮮
き
」
の
句
は
雪
の
上
を
歩
い
て
い
る
と
そ
こ
に
魚
が
一
匹
落
ち
て
あ
る
の
で
そ
れ
を
拾
っ
た
、
そ
れ

は
新
鮮
な
魚
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
真
白
な
潔
い
雪
の
上
に
、
鱗
う
ろ
この
光
の
あ
る
肉
の
し
ま
っ

た
新
し
い
魚
を
拾
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
気
の
は
り
つ
め
た
よ
う
な
快
さ
が
あ
り
ま
す
。

「
宿
直
し
て
」
の
句
は
、  

諸    

士  

し
ょ
さ
む
ら
い
の
上
を
い
っ
た
も
の
で
大
三み
十そ
日か
の
晩
に
御
殿
に
宿
直
を
し
て
、
さ

て
ほ
の
ぼ
の
と
明
け
は
な
れ
て
み
る
と
そ
れ
が
も
う
元
朝
で
あ
る
、
我
君
の
春
を
め
で
た
く
迎
え
た
と
い

う
の
で
あ
り
ま
す
。

「
夜
を
春
に
」
の
句
は
、
伏
見
ふ
し
み
の
芝
居
が
夜
を
昼
の
よ
う
に
と
も
し
連
ね
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
り
ま

す
。
「
春
に
」
と
い
っ
た
の
は
そ
れ
は
春
の
時
候
で
あ
る
か
ら
で
、
昼
の
よ
う
に
と
い
う
べ
き
を
一
層
誇

張
し
て
い
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
景
色
も
華
や
か
で
す
が
技
巧
も
大
分
派
手
に
な
っ
て
い
ま
す
。

「
南
宗
の
」
の
句
は
、
こ
の
作
者
月
渓
は
画
家
と
し
て
は
有
名
な 

呉  

春 

ご
し
ゅ
ん

の
こ
と
で
あ
り
ま
し
て
、
従
っ

て
南
宗
と
い
う
言
葉
も
出
て
き
た
こ
と
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
す
な
わ
ち
冬
木
立
の
中
に
貧
し
げ
な
寺
が
あ

る
、
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
南
宗
画
に
み
る
よ
う
な
景
色
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
冬
木
立
の
中
に

貧
し
げ
な
寺
が
あ
る
と
い
う
だ
け
で
す
と
元
禄
時
代
の
句
に
み
る
よ
う
な
枯
淡
な
景
色
で
あ
り
ま
す
が
、

南
宗
画
に
み
る
よ
う
な
と
い
っ
た
と
こ
ろ
に
天
明
の
特
色
が
あ
り
ま
す
。
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「
う
き
人
の
」
の
句
は
、
平
生
は
こ
ち
ら
か
ら
思
い
を
か
け
て
い
て
も
そ
れ
に
応
じ
な
い
つ
ら
い
人
が
た

ま
た
ま
盆
踊
の
時
に
は
一
緒
に
手
拍
子
を
と
っ
て
踊
る
、
そ
の
手
拍
子
が
自
分
の
手
拍
子
と
合
う
に
つ
け

て
も
う
ら
み
は
ま
さ
る
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。

「
四
つ
に
折
り
て
」
は
、
夜
が
ふ
け
て
運
座
な
ど
を
し
て
い
る
時
、
大
分
冷
え
て
き
た
の
で
脱
い
で
座
右

に
お
い
て
お
い
た
頭
巾
ず
き
ん
を
取
り
上
げ
て
四
つ
に
折
っ
て
丸
い
頭
の
上
に
載
せ
る
、
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。

以
上
の
二
句
の
ご
と
き
は
元
禄
時
代
の
句
と
た
い
し
た
相
違
を
見
出
し
ま
せ
ん
が
、
た
だ
繊
細
な
巧
緻
こ
う
ち
な

と
こ
ろ
が
あ
る
の
を
多
少
の
変
化
と
認
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
す
ま
い
。

「
父
が
酔
」
の
句
は
自
分
の
家
に
作
っ
た
新
酒
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
特
に
父
の
心
を
喜
ば
し
た
の
で
、

い
つ
も
よ
り
は
大
分
過
ご
し
た
、
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
我
家
に
作
っ
た
新
酒
を
飲
む
そ
の
人
の
境
遇

は
富
め
る
も
の
と
も
想
像
さ
れ
ま
す
が
、
そ
れ
を
喜
び
飲
む
と
こ
ろ
に
そ
の
人
の
積
極
的
な
楽
天
的
な
と

こ
ろ
が
み
え
ま
す
。

「
山
吹
も
」
の
句
は
、 

洛  

北 

ら
く
ほ
く

の
貴
船
の
宮
の
あ
た
り
に
は
ま
だ
春
の
山
吹
が
咲
き
残
っ
て
い
る
の
に
郭

公
の
声
が
聞
こ
え
る
、
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。

「
秋
の
風
」
の
句
は
、
秋
ら
し
い
風
の
吹
く
こ
ろ
、
ふ
と
芙
蓉
の
花
の
下
に
鶏
の
雛ひな
が
い
た
の
を
見
つ
け

た
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
鶏
の
雛
は
小
さ
く
て
チ
ョ
コ
チ
ョ
コ
と
歩
い
て
い
る
、
格
別
気
に
も
と
め
な
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い
の
で
気
づ
か
ず
に
い
た
が
気
が
つ
い
て
み
る
と
可
愛
ら
し
く
美
し
い
、
芙
蓉
の
花
の
穏
や
か
な
中
に
淋

し
い
色
の
あ
る
の
と
見
く
ら
べ
て
そ
こ
に
雛
の
い
る
と
い
う
こ
と
が
秋
ら
し
い
景
色
で
あ
る
、
と
い
う
の

で
あ
り
ま
す
。
秋
風
と
い
う
と
色
の
さ
め
た  

蕭    

殺  

し
ょ
う
さ
つ

の
気
の
あ
る
も
の
と
の
み
考
え
ら
れ
て
い
た
元
禄

時
代
に
は
思
い
つ
か
ぬ
趣
向
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
わ
れ
て
み
る
と
、
こ
ん
な
色
彩
の
あ
る
一
面
も
秋
風

の
う
ち
に
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

「
と
こ
ろ
／
″
＼
」
の
句
は
、
一
面
に
雪
の
原
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
か
ら  

夕    

炊  

ゆ
う
か
し
ぎ

の

煙
が
立
ち
昇
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。

「
我
寺
の
」
の
句
は
、
自
分
の
寺
を
出
て
他
の
家
に
い
る
時
に
、 

入  

相 

い
り
あ
い

の
鐘
が
聞
え
る
、
お
り
ふ
し
夕

霞
が
野
山
を
こ
め
て
い
る
、
そ
の
鐘
は
自
分
の
寺
で
撞つ
く
鐘
で
あ
る
が
、
ど
う
も
こ
の
時
の
心
持
は
そ
う

は
思
え
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。

「
囀
や
」
の
句
は
蕪
村
の
菜
の
花
の
句
と
似
た
よ
う
な
心
持
で
、
野
に
は
も
う
夕
方
の
月
が
出
て
、
月
影

が
少
し
照
っ
て
い
る
の
に
か
か
わ
ら
ず
ま
だ
春
の
小
鳥
は
囀
さ
え
ずり
の
声
を
止
め
ず
に
い
る
と
い
う
の
で
あ
り

ま
す
。

「
衣
更
」
の
句
は
、
座
頭
が
夏
に
な
っ
て
衣
更
を
し
て
す
が
す
が
し
い
心
持
を
し
な
が
ら
独
り
で
に
た
に

た
笑
い
な
が
ら
杖
を
力
に
歩
い
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
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「
秋
萩
の
」
の
句
は
、
萩
の
花
は
も
う
大
分
末
に
な
っ
て
花
の
色
も
さ
め
か
け
た
、
う
す
ら
寒
い
風
が
人

を
吹
く
と
い
う
の
で
あ
り
ま
し
て
、
萩
の
花
の
盛
り
の
こ
ろ
は
風
は
心
あ
り
げ
に
萩
を
吹
く
よ
う
に
思
え

た
の
が
、
も
う
こ
の
ご
ろ
は
萩
に
は
関
係
な
く
た
だ  

蕭    

条  

し
ょ
う
じ
ょ
う
と
し
て
人
に
吹
く
、
と
い
う
の
で
あ
り
ま

す
。
元
禄
時
代
に
み
る
こ
と
の
で
き
ぬ
巧
み
な
技
巧
が
目
に
つ
き
ま
す
。

「
初
蝶
の
」
の
句
は
、
春
に
な
っ
て
初
め
て
蝶
の
飛
ん
で
い
る
の
が
目
に
と
ま
っ
た
、
小
さ
く
て
物
に
紛

れ
そ
う
で
あ
る
が
な
か
な
か
も
の
に
紛
れ
ず
に
飛
ん
で
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
繊
細
な
句
で
あ

り
ま
す
。

「
頬
は
れ
て
」
の
句
は
、
酒
飲
み
の
老
人
の
あ
る
特
色
を
描
い
た
も
の
で
、
酒
飲
み
は
頬
が
だ
ん
だ
ん
垂

れ
て
く
る
。
年
と
る
と
こ
と
に
筋
肉
が
た
る
ん
で
そ
の
頬
は
い
よ
い
よ
垂
れ
下
が
っ
て
く
る
、
よ
そ
の
見

る
目
は
暑
そ
う
に
み
え
る
が
、
老
人
は
な
お
盃
を
手
に
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
頬
の
垂
れ
る

こ
と
を
腫は
れ
る
と
い
っ
た
と
こ
ろ
に
太
祇
的
の
修
辞
法
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
元
禄
で
は
み
る
こ
と
の

出
来
な
い
人
事
の
写
生
で
あ
り
ま
す
。

「
古
草
に
」
の
句
は
、
春
の
初
め
山
路
を
歩
く
と
、
ま
だ
枯
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
去
年
の
草
に
暖
か

に
陽
炎
が
立
つ
、
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。

「
う
し
ろ
か
ら
」
の
句
は
、
自
分
が
清
水
を
む
す
ん
で
い
る
と
、
後
か
ら
馬
が
長
い
面
を
ぬ
っ
と
出
し
た
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と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。 

滑  

稽 

こ
っ
け
い

な
句
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
駄
洒
落

だ
じ
ゃ
れ

の
句
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
事

実
を
描
写
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。

「
今
朝
秋
と
」
の
句
は
、
あ
の
男
は
今
朝
立
秋
で
あ
る
と
知
ら
ず
に
門
を
掃
い
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
り

ま
す
。
実
際
立
秋
の
こ
ろ
は
ま
だ
暑
く
て
格
別
そ
れ
と
感
じ
る
よ
う
な
自
然
の
現
象
が
起
こ
る
の
で
は
な

い
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
特
に
立
秋
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
な
け
れ
ば
判
ら
ず
に
す
ん
で
し
ま
う
の
で

あ
り
ま
す
。
門
掃
く
男
が
そ
れ
を
知
ら
ず
に
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
そ
ば
に
そ
れ
を
知
っ
て
見
て
い
る
人

に
と
っ
て
は
一
層
立
秋
の
淋
し
さ
を
感
じ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
句
は
そ
こ
の
心
持
を
い
っ
た
も
の

と
思
い
ま
す
。

「
霧
の
海
」
の
句
は
夜
霧
か
朝
霧
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
と
に
か
く
濃
い
霧
が
一
面
に
立
ち
こ
め
て
霧
の

海
と
な
っ
て
い
る
、
そ
の
中
を
歩
い
て
い
る
う
ち
に
幅
の
広
い
大
き
な
町
に
出
た
、
と
い
う
の
で
あ
り
ま

す
。
よ
く
我
等
の
実
験
す
る
光
景
だ
と
思
い
ま
す
。

「
ぬ
し
の
無
い
」
の
句
は
客
席
に
あ
っ
て
は 

配  
膳 

は
い
ぜ
ん

に
つ
い
て
い
る
と
、
そ
こ
に
一
つ
空
席
が
あ
っ
て
そ

こ
の
膳
に
は
主
が
な
い
、
そ
れ
が
何
と
な
く
目
に
つ
い
て
い
る
と
や
が
て
給
仕
の
女
が
き
て
そ
の
膳
を
下

げ
て
行
っ
た
、
何
だ
か
浅
ま
し
い
よ
う
な
心
持
が
し
た
、
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
瑣
細
さ
さ
い
な
心
持
で
は
あ

り
ま
す
が
、
改
ま
っ
た
客
席
に
こ
う
い
う
こ
と
の
あ
る
の
は
い
い
心
持
の
し
な
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。
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「
暑
さ
か
な
」
と
あ
る
の
は
折
節
暑
い
時
候
で
あ
っ
た
が
た
め
に
不
愉
快
の
心
持
を
暑
さ
に
寄
せ
た
の
で

あ
り
ま
す
。

「
夏
を
宗
と
」
の
句
は
、
我
が
庵
は
夏
涼
し
い
よ
う
に
と
そ
れ
を
唯
一
の
目
的
に
し
て
作
っ
た
と
こ
ろ
が
、

秋
に
な
っ
て
野
分
が
吹
く
と
風
当
た
り
が
強
く
っ
て
閉
口
だ
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。

　
さ
て
か
く
解
釈
し
て
き
て
み
ま
す
る
と
、

　
天
明
の
句
に
は
お
の
ず
か
ら
元
禄
に
異
な
っ
た
特
色
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
一
、
二
を
い

う
と
、
華
美
、
活
動
、
繊
細
、
巧
緻
と
い
う
よ
う
な
点
で
あ
り
ま
す
。
（43

）

　
元
禄
に
対
照
し
て
み
る
と
こ
う
い
う
点
は
著
し
く
目
立
っ
て
み
え
ま
す
。

　
け
れ
ど
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
そ
れ
は
元
禄
に
比
し
て
相
違
の
点
を
見
出
す
か
ら
の
こ
と

で
あ
り
ま
し
て
、
も
し
宗
因
以
前
の
句
と
く
ら
べ
て
み
ま
す
る
と
、
天
明
の
句
は
決
し
て
元
禄
の
句
が
宗

因
時
代
の
句
に
対
し
て
な
し
と
げ
た
よ
う
な
革
命
を
元
禄
の
句
に
対
し
て
や
っ
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。

　
一
言
に
し
て
こ
れ
を
い
う
と
や
は
り
元
禄
の
芭
蕉
一
派
が
大
き
な
縄
張
を
し
た
土
地
の
中
に
あ
っ
て
、

元
禄
時
代
に
は
十
分
に 

耕  

耘 

こ
う
う
ん

の
暇
が
な
か
っ
た
方
面
に
鋤すき
を
下
ろ
し
て
仕
事
を
し
て
い
る
と
い
う
に
過

ぎ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
（44

）
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そ
れ
は
芭
蕉
が
連
句
　
　
俳
諧
　
　
で
や
っ
た
方
面
の
仕
事
や
、
其
角
が
俳
句
で
や
っ
た
あ
る
部
分
の

仕
事
を
し
ら
べ
て
み
る
と
思
い
な
か
ば
に
過
ぎ
る
も
の
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
要
す
る
に
天
明
は
全
く
元
禄
か
ら
か
け
離
れ
て
新
し
い
こ
と
を
や
っ
た
の
で
な
く
、
元
禄
の
足
ら
ぬ
と

こ
ろ
を
補
っ
た
に
過
ぎ
ぬ
の
で
あ
り
ま
す
。
（45

）

　
蕪
村
等
の
天
明
時
代
に
つ
い
て
ま
た
一
茶
を
中
心
と
す
る
　
　
と
い
う
よ
り
も
ほ
と
ん
ど
一
茶
一
人
が

光
っ
て
い
る
　
　
一
時
代
が
あ
り
ま
す
が
そ
れ
は
大
勢
の
上
に
あ
ま
り
大
き
な
影
響
が
な
い
か
ら
略
し
ま

す
。
（46

）

　
一
茶
は
個
人
と
し
て
は
立
派
な
作
者
で
あ
り
ま
す
が
、
一
個
の 

彗  

星 

す
い
せ
い

と
し
て
考
え
る
の
を
至
当
と
し

ま
す
。

　
暗
黒
の
長
い
時
代
が
ま
た
そ
の
あ
と
に
き
ま
す
。
一
茶
を
除
外
し
た
文
化
文
政
時
代
は
暗
黒
の
時
代
で

あ
り
ま
す
。
ま
た
そ
れ
に
続
い
た 

天  

保 

て
ん
ぽ
う

、
弘
化
こ
う
か
の
時
代
も
暗
黒
の
時
代
で
あ
り
ま
す
。
暗
黒
の
う
ち
に

も
な
お
活
動
し
て
い
る
も
の
は
あ
り
ま
す
が
、
し
か
し
こ
の
「
俳
諧
略
史
」
の
眼
に
は
そ
れ
ら
は
少
し
も

映
じ
ま
せ
ん
。
た
だ
闇
は
綾あや
な
し
、
一
様
の
黒
い
ペ
ー
ジ
と
し
て
眼
に
映
る
の
み
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
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て
よ
う
や
く
に
し
て
ま
た
明
る
い
一
帯
の
浮
城
を
み
る
よ
う
に
な
る
の
は
明
治
三
十
年
ご
ろ
か
ら
の
こ
と

で
あ
り
ま
す
。

　
そ
れ
は
我
が
子
規
居
士
を
中
心
と
し
て
の
一
団
の
人
々
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
多
く
は
私
の
友
人
で
あ

り
ま
す
か
ら
子
規
居
士
以
外
の
名
前
は
こ
れ
を
略
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
す
。

　
　
山
吹
に 

一 

閑 
張 

い
っ
か
ん
ば
り
の
机
か
な
　
　
子
規

　
子
規
居
士
を
中
心
と
し
た
明
治
の
俳
風
を
論
ず
る
こ
と
は
他
日
に
ゆ
ず
っ
て
こ
こ
に
は
略
し
ま
す
が
、

こ
こ
に
挙
げ
た
居
士
の
句
に
つ
い
て
一
言
し
よ
う
と
思
い
ま
す
。

　
山
吹
が
庭
に
咲
い
て
い
る
、
座
敷
に
は
一
閑
張
の
机
が
あ
る
、
と
い
う
た
だ
そ
れ
だ
け
の
こ
と
を
そ
の

ま
ま
い
っ
た
の
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
句
は
決
し
て
居
士
の
句
と
し
て
は
い
い
句
と
い
う
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
居
士
を
中
心
と
し
た
明
治
の
句
は
、
こ
う
い
う
方
面
に
天
明
時
代
に
も
見
出
せ
な

か
っ
た
あ
る
新
し
い
開
拓
を
試
み
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
か
ね
が
ね
考
え
て
い
ま
し
た
か
ら
、
こ
こ
に
こ

の
句
を
挙
げ
て
一
言
に
及
ぶ
次
第
で
あ
り
ま
す
。

　
山
吹
に
一
閑
張
の
机
が
ど
う
し
た
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
？
　
こ
れ
は
必
ず
起
こ
る
質
問
に
相
違
あ
り
ま
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せ
ぬ
が
、
ど
う
し
た
と
い
う
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
実
際
居
士
の
家
の
庭
に
山
吹
が
咲
い
て
お
り
、
居
士

の
よ
っ
か
か
っ
て
仕
事
を
す
る
机
は
一
閑
張
の
机
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ

り
ま
す
。
し
か
し
居
士
が
そ
の
両
者
を
結
び
合
わ
せ
て
「
山
吹
に
一
閑
張
の
机
か
な
」
と
い
っ
た
の
は
た

だ
わ
け
も
な
く
両
者
を
取
り
合
わ
せ
た
わ
け
で
は
な
く
、
久
し
い
間
そ
の
二
つ
の
も
の
を
見
て
い
る
う
ち

に
、
山
吹
と
一
閑
張
の
机
と
の
間
に
何
か
あ
る
生
命
の
よ
う
な
も
の
を
見
出
し
て
、
こ
れ
を
と
り
合
わ
し

て
一
句
と
す
る
こ
と
が
自
然
の
抑
え
難
い
命
令
で
あ
る
か
の
よ
う
に
考
え
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
居
士
の
主
張
で
あ
っ
た
写
生
、
配
合
、
客
観
描
写
と
い
う
こ
と
を
こ
の
一
句
は
同
時
に
し
か
も
極
端
に

持
っ
て
い
ま
す
。
（47

）

　
こ
の
句
を
つ
ま
ら
ぬ
と
い
う
人
は
、
居
士
の
こ
の
句
を
な
す
に
至
っ
た
心
持
に
同
情
を
持
ち
得
ぬ
人
の

こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
句
の
奥
底
に
潜
ん
で
い
る
居
士
の
感
情
の
波
の
音
を
聞
き
得
ぬ
人
の
い
う
こ
と

で
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
う
句
は
居
士
の
生
前
に
は
居
士
以
外
の
人
の
句
に
も
大
分
見
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
が
、
居
士
没
後
に
は
跡
を
絶
っ
た
よ
う
に
考
え
ま
す
。

　
居
士
の
主
張
の
う
ち
で
も
今
日
に
至
る
ま
で
も
っ
と
も
強
い
勢
力
を
持
っ
て
い
る
も
の
は
写
生
と
い
う

こ
と
で
あ
り
ま
す
。
（48

）

　
こ
れ
は
明
治
に
至
っ
て
始
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
く
元
禄
に
も
す
で
に
こ
れ
が
あ
り
、
天
明
に
至
っ
て
や

121 第四章　俳諧略史



や
著
し
く
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
が
明
治
に
至
っ
て
さ
ら
に
主
要
の
度
を
増
し
た
の
で
あ
り
ま

す
。

　
こ
の
写
生
に
つ
い
て
私
は
別
に
一
章
を
設
け
て
お
話
し
し
た
い
と
思
っ
て
い
た
の
で
し
た
が
、
こ
の
講

義
も
今
回
を
も
っ
て
終
了
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
と
何
分
余
地
が
あ
り
ま
せ
ぬ
か
ら
残
念
な
が
ら
略
す
こ

と
に
し
ま
す
。
そ
の
代
り
次
の
講
演
の
「
俳
句
の
作
り
よ
う
」
の
う
ち
に
主
題
の
一
つ
と
し
て
申
し
の
べ

ま
し
ょ
う
。

　
俳
諧
略
史
も
ま
ず
こ
の
辺
で
筆
を
お
こ
う
と
思
い
ま
す
。

　
ロ
シ
ア
の
文
芸
は
も
と
よ
り
の
こ
と
英
仏
独
伊
の
文
芸
が
我
国
に
輸
入
さ
れ
、
我
文
壇
は
そ
の
影
響
を

常
に
受
け
つ
つ
あ
る
こ
と
は
顕
著
な
事
実
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
中
に
あ
っ
て
、
我
国
の
文
芸
と
し
て
　

　
我
国
土
に
生
じ
我
国
土
に
育
っ
た
文
芸
と
し
て
存
在
す
る
も
の
は
、
少
な
く
と
も
そ
の
主
要
な
る
も
の

の
一
つ
は
、
正
し
く
我
俳
諧
も
し
く
は
そ
れ
を
基
礎
と
し
た
文
芸
で
あ
る
こ
と
を
思
う
と
、
芭
蕉
、
蕪
村
、

子
規
の
先
輩
を
有
す
る
こ
と
は
こ
れ
を
誇
り
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
ま
す
。
そ
こ
で
次
の
如
く
結

論
い
た
し
ま
す
。

　
　
十
二
　
俳
句
と
は
芭
蕉
に
よ
っ
て
縄
張
り
せ
ら
れ
、
芭
蕉
、
蕪
村
、
子
規
に
よ
っ
て 

耕  

耘 

こ
う
う
ん

せ
ら
れ
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た
と
こ
ろ
の
我
文
芸
の
一
領
土
で
あ
り
ま
す
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