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か
つ
て
あ
る
人
の
言
葉
に
「
虚
子
の
俳
話
は
俗
談
平
話
の
う
ち
に 

俳  

諧 

は
い
か
い

の

大
乗
を
説
く
も
の
な
り
」
と
あ
っ
た
こ
と
は
我
が
意
を
得
た
言
で
あ
る
。
近

時
は
平
易
に
い
っ
て
す
む
こ
と
を
高
遠
め
か
し
く
説
く
こ
と
が
流
行
で
あ
る
。

私
は
そ
れ
に
与くみ
し
な
い
。

大
徳
智
識
の
法
話
に
「
仮
名
法
語
」
な
る
も
の
が
あ
る
。
婦
女
老
幼
に
も
判

る
よ
う
に
と
仏
の
大
道
を
仮
名
交
じ
り
の
俗
談
平
話
に
説
く
の
で
あ
る
。
読

者
こ
の
書
を
も
っ
て
俳
諧
の
仮
名
法
語
と
し
て
見
ら
れ
よ
。

　
　
　
　
　
（
ホ
ト
ト
ギ
ス
大
正
二
年
十
一
月
号
以
下
掲
載
・
虚
子
講
述
）
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4俳句の作りよう



一
　
ま
ず
十
七
字
を
並
べ
る
こ
と

　
俳
句
を
作
っ
て
み
た
い
と
い
う
考
え
が
あ
り
な
が
ら
、
さ
て
ど
う
い
う
ふ

う
に
し
て
手
を
つ
け
始
め
た
ら
い
い
の
か
判
ら
ぬ
た
め
に
つ
い
に
そ
の
機
会

無
し
に
過
ぎ
る
人
が
よ
ほ
ど
あ
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
私
は
そ
う
い
う
こ
と

を
話
す
人
に
は
い
つ
も
、

　
　
　
何
で
も
い
い
か
ら
十
七
字
を
並
べ
て
ご
ら
ん
な
さ
い
。

と
お
答
え
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
中
に
は
ま
た
、
俳
句
を
作
る
が
た
め
に
参
考
書
も
二
、
三
冊
読
ん
で
み
た

し
、
句
集
も
一
、
二
冊
読
ん
で
み
た
が
、
ど
う
も
ま
だ
ど
う
し
て
作
っ
た
ら
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い
い
の
か
判
ら
ぬ
と
い
う
人
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
人
に
は
私
は
、

　
　
　
ど
う
で
も
い
い
か
ら
と
に
か
く
十
七
字
を
並
べ
て
ご
ら
ん
な
さ
い
。

と
お
す
す
め
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
何
で
も
か
ま
わ
ん
十
七
字
を
二
、
三
句

並
べ
て
み
て
、
そ
の
添
削
を
他
に
請
う
と
い
う
こ
と
が
、
俳
句
を
作
る
第
一

歩
で
あ
り
ま
す
。
謡
を
習
う
の
で
も
三
味
線
を
弾
く
の
で
も
ま
ず
皮
切
を
す

る
と
い
う
こ
と
が
そ
の
芸
術
に
足
を
踏
み
入
れ
る
第
一
歩
で
あ
り
ま
す
が
、

実
際
は
こ
の
皮
切
が
お
っ
く
う
な
た
め
に
、
句
作
の
機
会
を
見
出
み
い
だ
し
か
ね
て

お
る
人
が
多
い
よ
う
で
あ
り
ま
す
。

　
と
に
か
く
十
七
字
を
並
べ
て
み
る
に
限
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
十
七
字
を
並

べ
る
と
い
う
だ
け
で
は
、
漠
然
と
し
て
拠よ
り
所
が
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

そ
れ
で
私
は
と
り
あ
え
ず
こ
う
お
す
す
め
し
ま
す
。
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「
や
」
「
か
な
」
「
け
り
」
の
う
ち
一
つ
を
使
っ
て
ご
ら
ん
な
さ
い
、

　
　
そ
う
し
て
左
に
一
例
と
し
て
列
記
す
る
四
季
の
も
の
の
う
ち
、
ど
れ
か

　
　
一
つ
を
詠
ん
で
ご
ら
ん
な
さ
い
。

　
　
　
元
日
　
門
松
　
萬
歳
　
カ
ル
タ
　
松
の
内
　
紅
梅
　
春
雨
　
彼
岸
　

　
　
　
春
の
山
　
猫
の
恋
　  

時    

鳥  

ほ
と
と
ぎ
す

　
牡
丹
ぼ
た
ん
　
清
水
　
五
月
雨
　
富
士
詣
も
う
で

　
　
　
　
七
夕
　
秋
風
　
目
白
　
椎しい
の
実
　
秋
の
暮
　
時
雨
し
ぐ
れ
　 

掛  

乞 

か
け
ご
い

　
牡か

　
　
　
蠣き
　
枯
尾
花
　
鐘
冴さ
ゆ
る

　
こ
う
言
っ
て
も
ま
だ
諸
君
は
、
ど
ん
な
ふ
う
に
十
七
字
に
す
る
の
か
ち
ょ

っ
と
見
当
が
つ
か
な
い
の
に
困
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
私
は
無
造
作
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に
こ
れ
を
十
七
字
に
す
る
お
手
本
を
お
見
せ
し
ま
し
ょ
う
。

　
　
元
日
や
こ
の
秋
に
あ
る 

大 

嘗 

会 

だ
い
じ
ょ
う
え

　
こ
れ
は
大
正
三
年
の
元
日
の
心
持
で
、
三
年
の
秋
に
は
大
正
天
皇
の
御
即

位
式
が
あ
る
、
そ
の
目め
出で
度た
い
年
だ
と
い
う
こ
と
を
元
日
に
特
に
思
い
浮
か

べ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
門
松
を
三み
十そ
日か
の
夜
に
立
て
し
か
な

　
こ
れ
は
よ
く
私
の
家
で
経
験
す
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
何
事
も
遅
れ
が
ち
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の
私
の
家
で
は
、
正
月
の
設
け
と
い
う
も
の
も
、
と
か
く
大
三
十
日
の
晩
ぐ

ら
い
に
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
萬
歳
の
鼓
も
う
た
で
帰
り
け
り

　
萬
歳
は
門
に
は
い
っ
て
来
る
と
い
き
な
り
鼓
を
打
つ
の
が
癖
で
あ
り
ま
す

が
、
そ
れ
が
鼓
を
打
た
ず
に
帰
っ
て
行
っ
た
と
い
う
、
あ
る
特
別
な
事
実
を

句
に
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
私
の
家
で
は
か
つ
て
二
匹
も
犬
が
い
て
よ
く
吠ほ

え
た
も
の
で
す
か
ら
、
萬
歳
は
い
つ
も
ほ
う
ほ
う
の
体
で
帰
り
ま
し
た
。

　
　
下
の
句
を
読
ん
で
取
る
国
の
カ
ル
タ
か
な
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私
の
故
郷
の
松
山
で
は
下
の
句
を
読
ん
で
下
の
句
を
取
り
ま
す
。
国
と
い

う
の
は
故
国
の
意
味
で
あ
り
ま
す
。

　
　
松
の
内
を
は
や
舟
に
在
り
て
浮
び
け
り

　
私
は
来
年
は
三
ヶ
日
を
す
ま
せ
て
か
ら
ち
ょ
っ
と
松
山
に
帰
国
し
よ
う
と

思
っ
て
い
ま
す
。
松
の
内
は
瀬
戸
内
海
に
浮
ぶ
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　
　
紅
梅
や 

西 

御 

門 

に
し
み
か
ど

な
る
尼
が
宿
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鎌  

倉 
か
ま
く
ら

の
西
御
門
に
は
紀
州
の 

附 

家 

老 

つ
け
が
ろ
う

で
あ
っ
た
水
野
家
の
菩
提
ぼ
だ
い
寺

（
尼
寺
）
の 

高 

松 

寺 

こ
う
し
ょ
う
じ
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
は
白
梅
も
紅
梅
も
あ
り
ま
す
。

　
　
春
雨
を
吸
ひ
込
む
砂
や
浜
屋
敷

　
春
雨
に
限
ら
ず
い
か
な
る
大
雨
で
も
海
岸
近
い
砂
地
は
ぐ
ん
ぐ
ん
と
吸
い

込
み
ま
す
。
今
の
私
の
家
は
水
が
た
ま
っ
て
困
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
。

　
　
頂
の
大
き
な
松
や
春
の
山
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鎌
倉
の
源
氏
山
の
頂
に
は
大
き
な
松
が
二
本
あ
り
ま
す
。

　
　
一
匹
は
見
え
で
鳴
き
け
り
猫
の
恋

　
一
匹
は
ち
ゃ
ん
と
見
え
て
い
る
が
他
の
一
匹
は
何
処
に
い
る
か
判
ら
ぬ
。

し
か
し
鳴
い
て
い
る
の
は
た
し
か
に
二
匹
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
場
合

で
あ
り
ま
す
。

　
　
時
鳥
鳴
く
と
い
ふ
森
の
高
さ
か
な

　
こ
の
森
で
時
鳥
が
鳴
く
と
人
に
話
さ
れ
て
見
上
げ
た
場
合
で
あ
り
ま
す
。
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鎌
倉
で
も 

八  

幡 

は
ち
ま
ん

の
森
で
は
よ
く
時
鳥
が
鳴
く
そ
う
で
あ
り
ま
す
。

　
　
潮
風
を
恐
る
ゝ
庭
の
牡
丹
か
な

　
こ
れ
も
鎌
倉
の
実
情
で
あ
り
ま
す
。
潮
風
さ
え
来
ね
ば
菊
で
も
牡
丹
で
も

鎌
倉
は
よ
く
で
き
ま
す
。
一
度
潮
風
の
激
し
い
の
が
来
た
ら
最
後
す
っ
か
り

駄
目
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　
　 

梶  

棒 

か
じ
ぼ
う

を
下
ろ
し
て
飲
み
し
清
水
か
な

　
か
つ
て 

藤  

沢 

ふ
じ
さ
わ

か
ら
車
で
帰
っ
た
時
で
あ
り
ま
す
。
大
仏
の
表
の
方
に
湧
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い
て
い
る
清
水
を
、
車
夫
は
ち
ょ
っ
と
梶
棒
を
下
ろ
し
て
う
ま
そ
う
に
飲
み

ま
し
た
。

　
　
床
の
間
の
古
き
壺つぼ
や
な
五
月
雨

　
私
は
古
い
大
き
な
壺
を
一
つ
床
の
間
の
隅
に
置
い
て
い
ま
す
。
い
つ
も
置

い
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
素
焼
の
よ
ご
れ
た
壺
は
、
五
月
雨
の
降

る
暗
い
日
な
ど
こ
と
に
心
に
入し
み
て
眺
め
ら
れ
ま
す
。

　
　
富
士
詣
一
度
せ
し
と
い
ふ
事
が
安
堵
あ
ん
ど
か
な
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こ
れ
は
信
心
の
た
め
と
い
う
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
人
の
よ
く
す
る

富
士
詣
と
い
う
こ
と
を
自
分
も
十
余
年
前
に
一
度
し
た
こ
と
が
あ
る
と
い
う

こ
と
が
、
ひ
と
つ
の
安
心
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
も
し
一
度
も
登

っ
て
い
な
い
と
、
人
か
ら
富
士
詣
の
話
を
聞
く
た
び
に
き
っ
と 

厭  

迫 

え
ん
は
く

を
感

じ
る
に
相
違
あ
り
ま
せ
ん
。
ひ
と
り
富
士
詣
に
限
ら
ず
、
た
い
が
い
の
こ
と

は
一
度
や
っ
て
み
る
と
案
外
な
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
一
度
も
や
ら
な
い
間

は
な
ん
だ
か
そ
の
こ
と
が
大
層
な
こ
と
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
、
不
安
で
、

い
つ
も
そ
の
話
が
出
る
た
び
に
一
種
の
厭
迫
を
感
じ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
七
夕
の
悪
し
き
色
紙
に
俳
句
か
な
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七
夕
の
色
紙
は
年
々
悪
く
な
る
よ
う
で
す
、 

藁  

紙 

わ
ら
が
み

の
そ
ま
つ
な
の
を
見

る
と
い
つ
も
七
夕
と
い
う
も
の
の
な
つ
か
し
い
感
じ
ま
で
が
壊
さ
れ
そ
う
に

な
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
そ
れ
を
忍
ん
で
俳
句
な
ど
を
認
し
た
ため
る
と
こ
ろ
に
淋さび
し

い
満
足
が
あ
り
ま
す
。

　
　
淋
し
さ
や
引
越
せ
し
家
の
秋
の
風

　
転
宅
の
し
た
て
は
ど
こ
と
な
く
家
に
な
じ
み
が
薄
く
落
着
か
ぬ
心
持
の
す

る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
同
じ
秋
風
で
も
吹
き
場
所
に
よ
っ
て
感
じ
が
違
う
の

で
あ
り
ま
す
。

16俳句の作りよう



　
　
庭
の
木
に
来
し
は
目
白
や
浜
日
和

　
海
岸
の
庭
に
も
時
々 

色  

鳥 

い
ろ
ど
り

が
来
ま
す
。
色
鳥
と
い
う
の
は
秋
に
な
る
と

渡
っ
て
来
る
毛
色
の
美
し
い
多
く
の
小
鳥
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
目
白
も
そ

の
一
つ
で
あ
り
ま
す
。
山
が
か
っ
た
と
こ
ろ
ほ
ど
た
く
さ
ん
は
来
ま
せ
ん
が
、

天
気
の
よ
い
時
な
ど
珍
し
く
庭
の
木
立
に
見
出
す
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
　
椎しい
の
実
を 

銀  

杏 

い
ち
ょ
う

間
近
く
拾
ひ
け
り

　
椎
の
木
と
銀
杏
の
木
と
並
ん
で
あ
る
よ
う
な
と
こ
ろ
で
椎
の
実
を
拾
っ
た

時
の
句
と
想
像
し
て
く
だ
さ
い
。
こ
れ
は
神
社
の
境
内
な
ど
で
見
る
と
こ
ろ
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で
、
そ
の
銀
杏
の
落
葉
も
黄
色
く
そ
の
辺
に
散
ら
ば
っ
て
い
る
こ
と
は
、
自

然
に
連
想
さ
れ
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。

　
　
独
り
謡
ふ
謡
淋
し
や
秋
の
暮

　
謡
は
独
り
謡
う
の
は
面
白
い
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
い
つ
も
こ

ち
ら
の
勝
手
な
時
に
相
手
を
見
出
み
い
だ
し
得
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
や

む
を
得
ず
独
り
謡
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
と
き
は
こ
と
に
気
乗
が

せ
ず
、
秋
の
日
暮
の
物
淋
し
さ
が
格
別
に
感
じ
ら
れ
ま
す
。

　
　
五
六
匹
の
犬
庭
に
来
し
時
雨
か
な

18俳句の作りよう



　
時
雨
の
降
る
頃
の
庭
に
、
交
尾
期
の
犬
が
五
、
六
匹
も
ぞ
ろ
ぞ
ろ
と
来
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
私
は
そ
う
い
う
犬
を
見
る
た
び
に
哀
れ
を
覚
え
ま
す
。

　
　 

掛  

乞 

か
け
ご
い

の
来
て
し
ま
ひ
た
る
三
時
か
な

　
田
舎
の
簡
易
な
生
活
は
掛
乞
の
来
る
の
さ
え
簡
単
で
す
。
東
京
の
下
町
な

ど
で
見
る
よ
う
な
、
夜
の
十
二
時
を
過
ぎ
て
も
な
お  

提    

灯  

ち
ょ
う
ち
ん

の
火
の
出
入

り
す
る
よ
う
な
光
景
は
、
淋
し
い
鎌
倉
の
町
な
ど
で
は
見
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。
午
後
三
時
ご
ろ
に
は
も
う
た
い
が
い
な
掛
乞
は
来
て
し
ま
う
年
も
あ

り
ま
す
。
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牡
蠣
船
や
道
頓
堀
を
も
ど
り
足

　 

道 

頓 

堀 

ど
う
と
ん
ぼ
り
に
芝
居
な
ど
を
見
に
行
っ
た
そ
の
帰
り
路みち
に
、
ち
ょ
っ
と
牡
蠣

船
に
は
い
っ
て
一
杯
や
る
よ
う
な
こ
と
を
想
像
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
満
潮
や 

枯  

蘆 

か
れ
あ
し

交
り
枯
尾
花

　  

滑    

川  

な
め
り
が
わ

な
ど
に
も
見
る
光
景
で
あ
り
ま
す
。
冬
に
な
る
と
岸
に
生
え
て

い
る
芒
す
す
きも
枯
れ
水
中
の
蘆
も
枯
れ
て
ち
ょ
い
と
見
る
と
蘆
も
芒
も
同
じ
も
の

の
よ
う
に
見
え
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
潮
が
満
ち
て
く
る
と
そ
の
枯
蘆
も
浸
り
、
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折
れ
て
地
に
垂
れ
て
い
る
尾
花
の
先
も
浸
る
よ
う
な
光
景
で
あ
り
ま
す
。

　
　
鐘
冴
ゆ
る
第
六
天
を
も
ど
り
け
り

　
今
日
の
新
聞
は 
徳  

川  

慶  

喜 
と
く
が
わ
よ
し
の
ぶ

公
の 

薨  

去 

こ
う
き
ょ

を
報
じ
て
い
ま
す
。
徳
川
公

の
本
邸
は
小
石
川
の
第
六
天
に
あ
り
ま
す
。
あ
の
辺
は
、
夜
分
な
ど
は
さ
び

し
い
と
こ
ろ
で
す
。
そ
こ
で
第
六
天
を
思
い
出
し
て
こ
の
句
に
使
っ
た
の
で

あ
り
ま
す
。
冬
に
な
っ
て
鐘
の
音
も
冴
え
て
聞
え
る
夜
、
第
六
天
の
と
こ
ろ

を
通
っ
て
家
路
に
帰
り
つ
つ
あ
る
さ
び
し
い
心
持
で
あ
り
ま
す
。

　
私
は
出
ま
か
せ
に
こ
れ
ら
の
句
を
作
っ
て
み
ま
し
た
。
少
し
俳
句
を
作
っ

た
こ
と
の
あ
る
人
か
ら
見
た
ら
、
あ
ま
り
や
り
っ
放
し
過
ぎ
る
と
言
っ
て
非
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難
さ
れ
る
こ
と
と
信
じ
ま
す
が
、
俳
句
が
決
し
て
む
ず
か
し
い
も
の
で
な
く
、

無
造
作
に
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
も
っ
と
も

手
近
い
例
と
し
て
こ
う
い
う
句
作
を
試
み
て
み
た
の
で
あ
り
ま
す
。
い
い
句

を
作
っ
て
お
目
に
か
け
た
の
で
は
な
く
、
無
造
作
に
作
っ
て
お
目
に
か
け
た

の
で
す
。
も
し
今
ま
で
お
っ
く
う
に
思
わ
れ
て
い
た
方
々
も
、
こ
う
い
う
実

例
を
見
て
、
そ
れ
で
は
一
つ
お
れ
も
試
み
て
み
よ
う
か
と
い
う
気
に
な
ら
れ

た
な
ら
ば
、
結
構
な
の
で
あ
り
ま
す
。

　
季
題
の
一
例
と
し
て
私
は
二
十
五
題
を
前
に
掲
げ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、

季
題
は
ま
だ
こ
の
ほ
か
に
い
く
ら
で
も
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
季
寄
き
よ
せ

な
り
歳
時
記
な
り
を
ご
ら
ん
に
な
っ
た
ら
す
ぐ
判
り
ま
す
。

　
切
字
き
れ
じ
の
一
例
と
し
て
は
「
や
」
「
か
な
」
「
け
り
」
の
三
つ
を
前
に
掲
げ
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て
、
私
は
こ
の
三
つ
の
作
例
を
お
目
に
掛
け
た
に
過
ぎ
ま
せ
ん
が
、
切
字
も

な
お
こ
の
ほ
か
に
い
く
ら
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
も
古
人
な
り 

今  

人 

こ
ん
じ
ん

な
り

の
句
集
を
ご
ら
ん
に
な
っ
た
ら
す
ぐ
お
判
り
に
な
り
ま
す
。
「
俳
句
と
は
ど

ん
な
も
の
か
」
で
も
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
意
味
と
調
子
と
の
切
れ
る

た
め
に
使
わ
れ
た
動
詞
な
り
副
詞
な
り
が
、
た
い
が
い
切
字
と
し
て
用
い
ら

れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
こ
の
冬
を
髭ひげ
た
く
は
へ
て
籠
ら
ん
か
　
　
紅
爐

　
　
袴
は
か
ま着
て
ゆ
か
し
や
人
の
冬
籠
　
　
子
規

　
　
冬
籠
仏
壇
の
花
枯
れ
に
け
り
　
　
同

　
　
ど
う
し
て
も
笑
は
ぬ
人
と  

冬    

籠  

ふ
ゆ
ご
も
り

　
　
爛
鳥
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冬
籠
せ
ん
と
故
郷
へ
帰
り
け
り
　
　
左
衛
門

　
　
冬
籠
我
老
い
た
り
と
思
ひ
け
り
　
　
牛
伴

　
　
冬
籠
あ
る
日
鏡
に
眉まゆ
老
い
ぬ
　
　
曲
骨

　
　
愚
陀
仏

ぐ
だ
ぶ
つ

は
主
人
の
名
な
り
冬
籠
　
　
漱
石

　
　
野
狐
の
鶏
ね
ら
ふ
霜
夜
か
な
　
　
天
涯

　
　
霜
の
夜
や 

寂  
然 

せ
き
ぜ
ん

と
し
て
敵
の
城
　
　
楽
天

　
　
石つ
蕗わ
の
葉
の
霜
に
尿しと
す
る
小
僧
か
な
　
　
子
規

　
　
渡
し
場
や
下
駄
は
い
て
乗
る
舟
の
霜
　
　
同

　
　
置
く
霜
の
白
き
を
見
れ
ば
草
鞋
わ
ら
じ
か
な
　
　
麦
人

　
さ
て
こ
う
切
字
に
印
を
つ
け
て
み
る
と
、
私
が
前
に
一
例
と
し
て
出
し
た
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「
や
」
「
か
な
」
「
け
り
」
の
三
つ
の
切
字
が
、
比
較
的
に
多
い
こ
と
が
明め

     
瞭   
い
り
ょ
う

に
証
明
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
三
つ
は
切
字
の
う
ち
で
も
っ
と
も
有
力

で
ま
た
も
っ
と
も
多
く
使
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
他
「
か
」
「
ぬ
」

「
な
り
」
の
三
つ
の
切
字
の
あ
る
こ
と
と
い
ま
一
つ
「
冬
籠
」
と
い
う
名
詞

に
印
の
つ
い
て
い
る
の
に
気
が
つ
か
れ
ま
し
ょ
う
。
こ
れ
は
冬
籠
が
切
字
の

作
用
を
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
詳
し
く
言
え
ば
「
冬
籠
か
な
」
と
い
う
べ

き
「
か
な
」
の
二
字
が
省
略
さ
れ
て
、
冬
籠
が
そ
の
切
字
の
働
き
を
兼
ね
て

い
る
も
の
と
見
て
さ
し
つ
か
え
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
ざ
く
り
〳
〵
踏
み
込
む
墓
所
の
霜
柱
　
　
李
坪
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こ
の
句
の
如
き
も
「
霜
柱
か
な
」
の
「
か
な
」
が
略
さ
れ
た
も
の
と
見
て

さ
し
つ
か
え
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
が
ま
た
都
合
に
よ
れ
ば
「
踏
み
込
む
や
」

の
「
や
」
が
略
さ
れ
た
も
の
と
見
て
も
さ
し
つ
か
え
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

否
「
や
」
の
字
を
持
っ
て
く
る
ま
で
も
な
く
「
む
」
の
字
を
接
続
し
た
言
葉

と
見
ず
、
こ
こ
で
一
応
意
味
の
終
止
し
た
も
の
と
見
れ
ば
「
む
」
そ
の
も
の

が
直
ち
に
切
字
と
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
こ
れ
は
主
と
し
て
意
味

の
側
か
ら
い
う
こ
と
で
、
調
子
の
方
か
ら
言
え
ば
「
む
」
は
持
続
す
る
意
味

の
も
の
と
し
、
霜
柱
の
下
に
「
か
な
」
が
略
さ
れ
て
い
る
も
の
と
す
る
方
が

至
当
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
な
お
こ
の
ほ
か
に
変
わ
っ
た
切
字
の
も
の
を
あ
げ
る
と
、
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山
火
事
の
天
を
焦こが
し
て
霜
赤
し
　
　
蒼
苔

　
　
低
く
飛
ぶ
星
あ
り
今
宵
霜
降
ら
ん
　
　
東
雲

　
　 
鶺  
鴒 
せ
き
れ
い

の
尾
に
ぞ
霰
あ
ら
れの
は
じ
か
れ
し
　
　
蒼
苔

　
　
橋
に
来
て
ま
た
は
ら
〳
〵
と
霰
散
る
　
　
花
牛
堂

　
　
大
い
な
る
霰
こ
ろ
が
り
て
縁
に
消
え
ざ
る
　
　
虚
子

　
　
玉
霰
忽
た
ち
まち
来
り
忽
ち
歇や
む
　
　
楽
天

　
　
京
に
入
つ
て
霰
に
笠
を
叩
か
れ
つ
　
　
不
迷

　
　
物
思
ふ
窓
を
霰
に
叩
か
れ
き
　
　
不
染

　
　
あ
ら
れ
う
つ
石
峨が
が々

と
し
て
水
急
な
り
　
　
霜
磧

　
こ
ん
な
類
た
ぐ
いで
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
普
通
の
動
詞
副
詞
は
た
い
が
い
切
字
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と
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。
　
　
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
「
俳
句
と
は
ど
ん
な

も
の
か
」
の
「
切
字
」
の
篇
を
ご
参
照
願
い
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。
　
　
だ

か
ら
前
に
掲
げ
た
「
や
」
「
か
な
」
「
け
り
」
の
三
つ
で
も
よ
く
、
ま
た
そ

の
他
の
も
の
で
も
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
ま
ず
季
題
を
つ
か
ま
え
て
来
て
、

そ
れ
に
切
字
を
使
っ
て
、
そ
れ
を
十
七
字
に
し
て
み
る
と
い
う
こ
と
が
、
俳

句
の
道
に
は
い
る
た
め
に
は
第
一
の
条
件
で
あ
り
ま
す
。
私
が
前
の
作
句
の

例
に
現
在
の
住
ま
っ
て
い
る
土
地
で
あ
る
鎌
倉
や
そ
の
他
自
分
の
身
辺
の
こ

と
を
主
と
し
て
取
っ
た
の
は
、
材
料
は
決
し
て
遠
き
に
在
る
も
の
で
な
く
、

き
わ
め
て
手
近
い
と
こ
ろ
に
在
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
が
た
め
で
あ
り

ま
し
た
。
何
で
も
構
わ
ん
こ
う
い
う
ふ
う
に
句
作
に
第
一
歩
を
踏
み
出
し
て

み
さ
え
す
れ
ば
、
や
が
て
そ
ろ
そ
ろ
と
「
面
白
い
句
」
「
価
値
の
あ
る
句
」
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も
作
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
以
上
あ
げ
た
私
の
句
の
如
き
は
面
白
い
句
で

も
価
値
の
あ
る
句
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
俳
句
に
第
一
歩
を
踏
み
入
れ
る

た
め
の
実
例
と
し
て
お
目
に
か
け
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
近
来
俳
句
に
つ
い
て
の
拘
束
を
打
破
し
て
か
か
る
こ
と
を
主
張
す
る
も
の

が
あ
り
ま
す
が
、
詩
壇
に
は
何
の
拘
束
も
な
い
別
の
天
地
の
あ
る
こ
と
を
忘

れ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
拘
束
の
な
い
自
由
の
天
地
を
喜
ぶ
人
は
広
い
詩
壇
に

は
い
る
の
が
よ
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
比
較
的
拘
束
の
多
い
俳
句
の
天
地

に
は
い
っ
て
強
い
て
拘
束
打
破
を
称とな
え
る
の
は
愚
か
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

私
は
十
七
字
、
季
題
と
い
う
拘
束
を
喜
ん
で
俳
句
の
天
地
に
お
る
も
の
で
あ

り
ま
す
。
こ
の
拘
束
あ
れ
ば
こ
そ
俳
句
の
天
地
が
存
在
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。

い
っ
た
ん
俳
句
の
門
に
入
っ
て
後
に
は
ま
た
格
に
入
っ
て
格
を
出い
ず
る
の
法
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も
あ
り
ま
す
。
狭
い
は
ず
の
十
七
字
の
天
地
が
案
外
狭
く
な
く
っ
て
、
仏
者

が
芥け
子し
粒
の
中
に
三
千
大
千
世
界
を
見
出
み
い
だ
す
よ
う
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。
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二
　
題
を
箱
で
ふ
せ
て
そ
の
箱
の
上
に
上
っ
て
天
地
乾
坤
を
睨
め
ま
わ
す
と

　
　
い
う
こ
と

　
俳
句
は
ど
う
い
う
ふ
う
に
し
て
作
っ
た
ら
い
い
の
か
、
と
い
っ
て
た
ず
ね

る
人
が
あ
っ
た
ら
、
ど
う
で
も
い
い
か
ら
作
っ
て
ご
ら
ん
な
さ
い
と
、
と
り

あ
え
ず
お
答
え
す
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
に
し
て
も
何
か
頼
る
と
こ
ろ

が
な
け
れ
ば
作
り
よ
う
が
な
い
で
は
な
い
か
と
呟
つ
ぶ
やか
れ
る
人
が
多
う
ご
ざ
い

ま
す
。
今
回
は
そ
の
た
よ
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
一
つ
お
話
し
し
て
み
よ
う
と

思
い
ま
す
。

　
た
と
え
ば
こ
こ
に
「
年
玉
」
と
い
う
一
つ
の
題
を
得
て
句
を
作
る
と
い
う
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時
分
に
、
ど
う
し
た
ら
年
玉
の
句
が
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。
「
年
玉
や
」
と

か
「
年
玉
か
な
」
と
言
っ
た
と
こ
ろ
で
ど
う
も
そ
れ
だ
け
で
は
句
に
な
ら
ん
、

何
と
か
方
法
は
な
い
か
、
と
い
う
時
に
、
そ
こ
に
大
体
二
つ
の
方
法
が
あ
る

と
言
っ
て
さ
し
つ
か
え
な
い
と
思
い
ま
す
。

　
そ
の
方
法
を
お
話
し
す
る
前
に
、
と
に
か
く
年
玉
と
い
う
も
の
を
考
え
て

み
る
こ
と
を
お
す
す
め
い
た
し
ま
す
。
と
い
う
の
は
主
と
し
て
年
玉
に
つ
い

て
の
過
去
の
経
験
を
考
え
て
み
る
の
で
あ
り
ま
す
。
記
憶
を
辿たど
っ
て
み
る
の

で
あ
り
ま
す
。
ま
ず
幼
い
時
お
年
玉
と
し
て
あ
る
人
に
貰もら
っ
た
美
し
い
カ
ル

タ
の
こ
と
を
思
い
出
し
て
み
ま
す
。
そ
の
カ
ル
タ
は
子
供
心
に
金
の
札
の
よ

う
に
見
え
た
こ
と
、
そ
の
カ
ル
タ
を
初
め
て
取
っ
た
時
の
灯
火
の
明
る
か
っ

た
こ
と
、
そ
の
年
玉
を
く
れ
た
若
い
叔お
母ば
も
そ
の
一
座
に
あ
っ
た
こ
と
、
そ
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の
時
姉
の
貰
っ
た
お
年
玉
は
大
き
な
手
毬
て
ま
り
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
の
手
毬
が
縁

に
転
が
っ
て
行
っ
た
時
に
拭ふ
き
込
ん
で
あ
る
縁
に
そ
の
大
き
な
丸
い
影
法
師

の
映
っ
た
こ
と
、
さ
て
こ
の
ご
ろ
は
貰
う
お
年
玉
に
も
や
る
お
年
玉
に
も
他

の
意
味
が
つ
き
ま
と
っ
て
子
供
の
時
の
よ
う
な
純
粋
な
楽
し
い
心
持
の
な
い

こ
と
、
こ
と
に
去
年
お
年
玉
と
言
っ
て 

何  

某 

な
に
が
し

の
く
れ
た
も
の
を
つ
き
か
え

し
た
時
の
自
分
の
心
持
、
先
方
の
態
度
、
そ
れ
ら
を
回
想
し
て
み
る
と
お
か

し
い
よ
う
な
、
さ
も
し
い
よ
う
な
、
腹
立
た
し
い
よ
う
な
い
ろ
ん
な
感
情
が

こ
ん
が
ら
が
っ
て
起
っ
て
く
る
こ
と
…
…
そ
ん
な
ふ
う
に
年
玉
に
つ
い
て
の

さ
ま
ざ
ま
な
出
来
事
な
り
感
興
な
り
を
い
ろ
い
ろ
と
思
い
出
し
て
み
て
い
る

う
ち
に
、
ぼ
つ
ぼ
つ
と
俳
句
が
で
き
な
い
こ
と
も
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
た

と
え
ば
、
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金
札
の
や
う
な
カ
ル
タ
や
お
年
玉

　
　
年
玉
に
も
ら
ひ
て
取
り
し
カ
ル
タ
か
な

　
　
こ
れ
程
の
年
玉
は
無
き
カ
ル
タ
か
な

　
　
大
い
な
る
手
毬
な
り
け
り
お
年
玉

　
　
年
玉
を
く
れ
た
る
叔
母
の
美
し
き

　
　
一
年
の
義
理
を
年
玉
に
見
せ
に
け
り

　
　
人
の
世
や
年
玉
さ
へ
も
恐
ろ
し
き

　
　
年
玉
を
う
か
と
貰
ひ
て
困
り
け
り

　
　
年
玉
を
突
き
か
へ
す
こ
と
も
す
る
世
か
な
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い
く
ら
で
も
で
き
る
で
し
ょ
う
。
価
値
問
題
は
別
と
し
て
、
と
に
か
く
十
七

字
の
形
を
備
え
た
俳
句
ら
し
い
も
の
が
で
き
ぬ
こ
と
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

　
が
、
し
か
し
私
の
お
話
し
し
よ
う
と
思
う
二
つ
の
方
法
と
い
う
の
は
、
い

ず
れ
も
こ
ん
な
句
よ
り
は
せ
め
て
一
歩
先
に
歩
を
進
め
る
方
法
な
の
で
あ
り

ま
す
。
そ
の
方
法
は
二
つ
あ
る
か
ら
、
ど
ち
ら
か
一
つ
を
取
っ
て
ご
ら
ん
な

さ
い
と
お
す
す
め
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
他
の
一
つ
は
次
章
に
ゆ

ず
り
、
そ
の
一
つ
の
方
を
お
話
し
し
よ
う
と
思
い
ま
す
。

　
昔
芭
蕉
の
弟
子
に 

許  

六 

き
ょ
り
く

と
い
う
人
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
人
が
句
作
法

と
し
て
こ
う
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
ま
す
。

　
　
あ
る
題
を
得
た
な
ら
ば
、
そ
の
題
を
箱
で
ふ
せ
て
自
分
は
そ
の
箱
の
上

　
　
に
上
り
、
天
地 

乾  

坤 

け
ん
こ
ん

を
睨ね
め
ま
わ
す
が
よ
い
。
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こ
れ
は
ど
う
い
う
意
味
の
こ
と
を
言
っ
た
も
の
か
と
い
い
ま
す
と
、
こ
う

い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
年
玉
の
題
を
得
て
俳
句
を
作

ろ
う
と
い
う
時
に
、
年
玉
〳
〵
と
い
く
ら
考
え
た
っ
て
い
い
句
が
で
き
る
も

の
で
は
な
い
、
年
玉
〳
〵
と
考
え
て
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
は
た
い
が
い
十
人

が
十
人
似
寄
っ
た
こ
と
で
、
す
で
に
先
人
の
言
い
古
し
た
こ
と
か
、
そ
う
で

な
く
ば
と
く
に
俳
句
に
す
る
ほ
ど
の
価
値
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
ん
な
こ

と
で
は
し
ょ
う
が
な
い
か
ら
、
好
句
を
得
る
手
段
と
し
て
こ
う
い
う
方
法
を

取
る
が
い
い
、
ま
ず
一
応
年
玉
の
こ
と
は
忘
れ
て
し
ま
う
が
い
い
、
年
玉
は

箱
で
ふ
せ
て
、
そ
れ
は
見
ぬ
よ
う
に
し
て
、
さ
て
天
地
乾
坤
を
見
渡
し
て
み

て
何
か
別
の
面
白
い
も
の
を
見
出
し
て
こ
い
、
そ
れ
は
年
玉
〳
〵
と
年
玉
に

執
着
し
て
考
え
て
い
た
の
で
は
思
い
も
つ
か
な
い
と
こ
ろ
の
面
白
い
も
の
を
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必
ず
見
出
し
得
る
か
ら
し
て
、
そ
れ
を
つ
か
ま
え
て
年
玉
の
句
に
す
る
が
い

い
、
と
こ
う
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
年
玉
の
こ
と
を
忘
れ
て
し
ま
っ
て
年
玉

の
句
を
作
る
と
い
う
の
は
ち
ょ
っ
と
変
な
よ
う
で
す
け
れ
ど
も
そ
の
実
変
な

こ
と
で
は
な
く
、
こ
う
い
う
思
想
の
め
ぐ
ら
し
よ
う
も
た
し
か
に
あ
る
の
で

あ
り
ま
す
。
い
ま
少
し
平
っ
た
く
判
り
や
す
い
よ
う
に
い
う
と
、
つ
ま
り
こ

う
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。
年
玉
の
い
い
句
を
作
る
の
に
は
、
あ

ま
り
年
玉
に
拘
泥
し
過
ぎ
て
い
る
と
動
き
が
と
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
つ

く
り
に
く
い
か
ら
、
そ
れ
よ
り
も
い
い
配
合
物
を
求
め
る
が
い
い
、
そ
う
し

て
そ
の
配
合
物
と
年
玉
と
を
結
び
つ
け
て
句
を
作
る
が
い
い
、
と
こ
う
い
う

の
で
あ
り
ま
す
。

　
た
と
え
ば
、
年
玉
の
こ
と
は
一
応
忘
れ
て
し
ま
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
天
地
乾
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坤
を
睨
め
ま
わ
し
ま
す
と
、
そ
こ
に
は
い
ろ
ん
な
も
の
が
眼
に
映
り
ま
す
。

　
雪
　
　
こ
の
原
稿
を
書
い
て
い
る
日
は
十
二
月
の
十
六
日
で
雪
が
降
っ
て

い
ま
す
。

　
泣
声
　
　
ど
こ
や
ら
で
子
供
の
泣
声
が
聞
こ
え
ま
す
。
こ
れ
は
目
に
映
る

の
で
は
な
く
て
耳
に
響
い
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
地
震
　
　
こ
れ
は
昨
日
の
地
震
の
こ
と
を
思
い
出
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
関 

寺 

小 

町 

せ
き
で
ら
こ
ま
ち

　
　
こ
れ
は
座
右
に
あ
る
謡
本
の
中
に
こ
う
い
う
名
前
が
見

つ
か
り
ま
し
た
。

　
高
　
　
こ
れ
は
私
の
姓
の
上
の
一
字
が
思
い
出
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
ほ
か
、
天
井
と
か
畳
と
か
火
鉢
と
か
イ
ン
キ
壺つぼ
と
か
目
に
触
れ
る
も

の
は
際
限
も
な
く
あ
り
ま
す
が
、
ま
ず
仮
に
前
に
掲
げ
た
五
つ
の
も
の
を
取

38俳句の作りよう



っ
て
お
話
し
し
よ
う
と
思
い
ま
す
。

　
す
な
わ
ち
こ
の
五
つ
の
も
の
は
年
玉
と
い
う
こ
と
を
ま
っ
た
く
忘
れ
て
し

ま
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
天
地
乾
坤
を
睨
め
ま
わ
し
て
と
り
あ
え
ず
つ
か
ま
え
て

き
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
を
年
玉
に
配
合
し
て
句
に
し
よ

う
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。

　
ま
ず
雪
を
配
合
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
雪
と
年
玉
と
を
ど
う
配
合
し
た
ら
句

に
な
る
で
し
ょ
う
。
雪
の
小
家
に
誰
か
が
年
玉
を
持
っ
て
来
て
く
れ
た
と
こ

ろ
で
も
想
像
し
て
み
ま
し
ょ
う
か
。

　
　
年
玉
や
雪
の
小
家
の
床
の
上

　
　
年
玉
や
雪
の
小
家
の
夕
ま
ぐ
れ
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雪
の
戸
に
喜
び
み
ち
ぬ
お
年
玉

　
次
に
三
河
屋
の
番
頭
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
が
、
お
年
玉
を
配
っ
て
歩
い

て
い
る
と
こ
ろ
で
も
想
像
し
て
み
ま
し
ょ
う
か
。

　
　
雪
の
戸
に
年
玉
を
持
ち
は
ひ
り
け
り

　
　
年
玉
を
雪
に
落
し
て
拾
ひ
け
り

　
　
年
玉
を
く
れ
て
雪
掻か
い
て
帰
り
け
り

　
そ
の
ほ
か
何
と
い
う
こ
と
な
し
に
雪
と
年
玉
と
の
配
合
を
や
っ
て
み
ま
し

ょ
う
。
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年
玉
を
貰
ひ
て
雪
を
眺
め
け
り

　
　
年
玉
の
ほ
の
か
に
暗
し
雪
の
窓

　
　
郵
便
の
年
玉
嬉
し
雪
の
国

　
　
雪
の
幌
を
出
て
叔
母
が
来
ぬ
お
年
玉

　
　
年
玉
を
貰
ひ
ぬ
雪
の
庭
伝
ひ

　
雪
は
こ
の
く
ら
い
に
し
て
お
い
て
、
次
の
泣
声
に
移
り
ま
し
ょ
う
。

　
　
泣
声
の
は
た
と
と
ま
り
ぬ
お
年
玉
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年
玉
を
も
ら
っ
た
た
め
に
子
供
が
泣
き
止
ん
だ
と
い
う
の
で
、
こ
れ
は
年

玉
と
泣
声
と
の
配
合
な
ら
ば
誰
で
も
一
番
に
思
い
つ
く
こ
と
で
し
ょ
う
。

　
　
張
上
げ
て
泣
い
て
や
り
け
り
お
年
玉

　
お
年
玉
を
貰
っ
た
か
ら
も
う
泣
く
の
で
は
な
い
、
な
ど
と
す
か
さ
れ
て
、

止
め
よ
う
か
と
も
思
っ
た
が
、
何
だ
か
甘
く
見
ら
れ
る
の
が
癪
し
ゃ
くな
の
で
、
い

ま
一
息
声
を
張
上
げ
て
泣
い
て
み
せ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
泣
声
を
聞
き
つ
ゝ
入
る
や
お
年
玉
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こ
れ
は
年
玉
を
持
っ
て
あ
る
家
へ
は
い
ろ
う
と
す
る
と
、
そ
の
年
玉
を
や

る
は
ず
の
子
の
泣
声
が
聞
こ
え
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。

　
次
に
は
地
震
に
移
り
ま
し
ょ
う
。

　
　
年
玉
に
ゆ
る
く
地
震
な
い
ふ
る
小
家
か
な

　
こ
れ
は
年
玉
の
床
の
間
か
箪
笥
た
ん
す
の
上
か
に
置
い
て
あ
る
の
が
、
地
震
の
た

め
に
少
し
揺
れ
る
の
を
い
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
が
、
揺
れ
る
と
い
う
の
が

眼
目
で
は
な
く
、
小
家
な
が
ら
も
春
が
き
て
年
玉
な
ど
が
置
か
れ
て
あ
る
、

そ
こ
に
軽
い
地
震
の
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
静
か
に
淋さび
し
い
よ
う
な
心
持
ち

が
す
る
、
そ
こ
を
主
と
し
て
味
わ
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
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年
玉
は
嬉
し
地
震
は
恐
ろ
し
ゝ

　
こ
れ
は
子
供
の
心
を
い
っ
た
の
で
、
元
日
な
り
二
日
な
り
に
、
年
玉
を
貰

っ
た
と
い
う
こ
と
と
地
震
の
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
の
二
つ
の
出
来
事
が
あ
っ

た
、
そ
の
ほ
か
に
も
い
ろ
い
ろ
出
来
事
は
あ
っ
た
が
、
こ
の
嬉うれ
し
い
こ
と
と

恐
ろ
し
い
こ
と
と
の
両
極
端
の
出
来
事
が
、
深
く
子
供
の
頭
に
印
象
さ
れ
た

の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
日
の
本
は
地
震
な
い
ふ
る
国
よ
お
年
玉
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西
洋
で
は
ク
リ
ス
マ
ス
の
贈
物
が
盛
ん
で
あ
る
が
日
本
は
新
年
に
お
年
玉

の
贈
答
が
行
わ
れ
る
。
こ
れ
は
日
本
の
風
俗
の
一
つ
だ
と
い
う
に
過
ぎ
な
い

の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
日
本
と
い
う
国
は
ま
た
地
震
国
で
あ
る
と
い
う
こ

と
が
た
ま
た
ま
思
い
合
わ
さ
れ
て
、
日
本
は
な
い
ふ
る
国
よ
と
い
っ
た
の
で

あ
り
ま
す
。

　
次
に
進
行
し
ま
す
。
関
寺
小
町
と
い
う
の
は  

江    

州  

こ
う
し
ゅ
う

関
寺
の
住
僧
が
七

夕
の
日
に
稚ち
児ご
た
ち
を
連
れ
て
、
そ
の
山
陰
に
庵
い
お
りを
結
ん
で
お
る
小
野
小
町

の
な
れ
の
果
を
訪
お
と
ない
、
和
歌
の
問
答
を
し
、
や
が
て
稚
児
た
ち
に  

童    

舞  

わ
ら
わ
ま
い

を
舞
わ
す
と
、
小
町
も
興
に
乗
り
、
狂
人
走
れ
ば
不
狂
人
も
走
る
と
い
う
こ

と
が
あ
る
、
妾
わ
ら
わも
今
の
童
舞
に
刺
激
さ
れ
て
ひ
と
さ
し
舞
お
う
と
言
っ
て
つ

い
に
舞
を
舞
う
と
い
う
の
が
一
篇
の
趣
向
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
と
年
玉
と
は
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な
か
な
か
容
易
に
結
び
付
け
ら
れ
そ
う
に
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
試
み
に
一
、

二
を
試
み
て
み
せ
ま
し
ょ
う
な
ら
ば
、

　
　
関
寺
や
浮
世
の
人
の
お
年
玉

　
年
玉
の
贈
答
な
ど
は
浮
世
の
こ
と
で
、
こ
の
関
寺
小
町
一
篇
に
現
れ
た
天

地
な
ど
と
は
没
交
渉
で
あ
る
と
い
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
小
町
に
は
年
玉
よ
り
も
餅
も
ち
いか
な

　
小
町
は
も
う
乞
食
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
年
玉
を
や
る
よ
り
も
餅
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一  

切 
ひ
と
き
れ

で
も
や
っ
た
方
が
よ
か
ろ
う
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
色
気
よ
り
も

食
い
気
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　
次
に
移
り
ま
す
。
高
の
字
と
年
玉
と
の
結
び
つ
け
は
比
較
的
楽
だ
ろ
う
と

思
い
ま
す
。

　
　
年
玉
や
高
き
賤
し
き
お
し
な
べ
て

　
身
分
の
高
い
も
の
も
賤
し
い
も
の
も
、
お
し
な
べ
て
年
玉
の
や
り
と
り
を

す
る
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
高
々
と
水
引
か
け
ぬ
お
年
玉
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こ
れ
は
説
明
を
要
さ
な
い
こ
と
と
思
い
ま
す
。

　
　
高
砂
の
翁
が
許もと
や
お
年
玉

　
め
で
た
く
年
取
っ
て
い
る
高
砂
の
翁
お
き
なと
も
見
る
べ
き
人
の
も
と
に
年
玉
を

お
く
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
背
高
な
る  

乙    

娘  

お
と
む
す
め

や
な
お
年
玉

　
久
し
ぶ
り
に
あ
る
家
を
訪
お
と
ない
て
年
玉
な
ど
を
贈
っ
た
の
で
あ
る
が
、
二
番
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目
の
娘
の
子
の
ま
あ
背
の
高
い
こ
と
と
驚
い
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
年
玉
や 

高 

家 

邸 
こ
う
け
や
し
き
の
表
門

　
高
家
と
い
う
の
は
例
の
吉
良
上
野
介
の
よ
う
な
役
目
で
、
公く
家げ
と
武
家
と

の
間
に
立
っ
て
両
者
の
交
渉
を
掌
つ
か
さ
どる
職
務
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
自
然
賄
賂
わ
い
ろ

を
受
け
る
機
会
も
多
く
な
る
。
ひ
と
り
上
野
介
の
み
な
ら
ず
、
職
掌
柄
と
し

て
お
の
ず
か
ら
そ
う
な
る
、
そ
の
い
か
め
し
い
表
門
を
今
あ
る
一
、
二
人
が

年
玉
を
持
っ
て
は
い
り
つ
つ
あ
る
よ
う
な
光
景
で
あ
り
ま
す
。

　
こ
う
や
っ
て
で
き
上
が
っ
た
句
と
、
前
に
年
玉
に
つ
い
て
の
た
だ
古
い
知

識
や
経
験
や
を
た
ど
っ
て
作
っ
た
句
と
を
く
ら
べ
て
み
る
と
、
少
な
く
と
も
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年
玉
ば
か
り
を
考
え
て
い
た
の
で
は
思
い
も
つ
か
な
い
趣
向
を
こ
の
配
合
法

に
よ
っ
て
得
る
と
い
う
こ
と
だ
け
は
証
明
が
で
き
た
こ
と
と
考
え
る
の
で
あ

り
ま
す
。

　
こ
う
い
う
句
作
法
は
、
感
興
と
か
感
激
と
か
を
も
と
と
す
る
方
面
の
作
家

か
ら
い
う
と
、
ま
こ
と
に
あ
き
た
ら
な
い
句
作
法
で
、
自
分
の
脳
裏
か
ら
生

ま
れ
出
た
も
の
で
な
く
、
何
だ
か
借
り
物
ら
し
い
心
持
が
す
る
こ
と
と
考
え

ま
す
が
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
私
の
如
き
も

こ
の
種
の
句
作
法
よ
り
は
次
に
述
べ
る
句
作
法
の
方
を
喜
ぶ
も
の
で
あ
り
ま

す
が
、
そ
れ
に
し
て
も
こ
の
配
合
法
を
誤
っ
た
句
作
法
で
あ
る
と
す
る
論
者

に
向
か
っ
て
は
、
一
言
の
弁
護
を
費
や
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
り
ま
す
。

　
ち
ょ
っ
と
考
え
る
と
、
材
料
は
題
の
中
か
ら
し
ぼ
り
出
し
た
の
で
な
く
、
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外
か
ら
拾
っ
て
き
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
し
か
し
そ
の
材
料
と
年
玉
と
の
間

に
お
け
る
何
ら
か
の
関
係
を
見
出
み
い
だ
す
の
は
そ
の
人
の
頭
で
あ
り
ま
す
。
た
と

え
ば
床
を
装
飾
す
る
と
い
う
よ
う
な
場
合
で
あ
っ
て
も
、
一
個
の
掛
軸
と
一

個
の
置
物
と
を
持
っ
て
来
て
そ
の
掛
軸
と
そ
の
置
物
と
を
そ
こ
に
並
べ
る
上

に
、
す
で
に
そ
の
人
の
趣
味
、
人
格
は
現
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
ま
し

て
年
玉
と
、
雪
と
か
地
震
と
か
い
う
も
の
を
配
合
す
る
場
合
に
、
そ
の
作
者

の
頭
脳
の
働
く
こ
と
は
材
料
一
切
を
頭
の
中
か
ら
し
ぼ
り
出
し
た
場
合
と
決

し
て 

径  

庭 

け
い
て
い

は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
た
だ
異
な
る
と
こ
ろ
は
感
興
を
土
台

に
し
て
で
き
た
句
は
、
ま
ず
感
興
が
起
っ
て
次
に
材
料
が
選
択
さ
れ
る
の
で

あ
り
ま
す
が
、
こ
の
配
合
法
に
よ
る
も
の
は
ま
ず
材
料
を
強
い
ら
れ
て
、
そ

の
上
で
感
興
を
誘
発
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
要
は
い
ず
れ
が
感
興
の
高
度
に
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達
す
る
か
の
問
題
で
あ
り
ま
す
。

　
二
個
の
も
の
を
置
い
て
そ
の
間
に
意
味
を
見
出
す
と
い
う
こ
と
は
結
局
そ

の
両
者
を
よ
く
了
解
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。
一
歩
を
進

め
て
い
え
ば
、
雪
と
か
、
地
震
と
か
い
う
も
の
に  

逢    

着  

ほ
う
ち
ゃ
く

せ
ね
ば
思
い
出

せ
な
か
っ
た
年
玉
の
意
味
を
幸
い
に
こ
の
両
者
に
逢
着
し
た
こ
と
に
よ
っ
て

思
い
出
し
得
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
ま
た
一
方
か
ら
い
え
ば
、
年
玉
に

逢
着
せ
ね
ば
思
い
出
せ
な
か
っ
た
雪
と
か
地
震
と
か
の
意
味
を
年
玉
に
逢
着

し
た
こ
と
に
よ
っ
て
思
い
出
し
得
た
の
で
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
借
り
物
で

も
な
く
造
り
も
の
で
も
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
配
合
法
の
得
は
陳
腐
、
平
凡
を
避
け
や
す
い
と
い
う
点
に
あ
り
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
そ
の
弊
は
身
に
沁し
み
込
む
よ
う
な
趣
の
深
い
句
は
ど
う
し
て
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も
で
き
に
く
い
と
い
う
点
に
あ
り
ま
す
。
年
玉
と
い
う
も
の
の
究
極
し
た
る

面
白
味
は  

畢    

竟  

ひ
っ
き
ょ
う

年
玉
そ
の
も
の
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
雪
に
あ
る
の
で

も
地
震
に
あ
る
の
で
も
な
い
、
な
ま
じ
雪
や
地
震
が
で
て
く
る
と
感
興
の
半

ば
は
そ
の
方
に
取
ら
れ
て
、
年
玉
そ
の
も
の
の
強
い
感
じ
は
そ
が
れ
や
す
い
、

そ
れ
が
こ
の
配
合
法
の
欠
点
で
あ
り
ま
す
。
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三
　
じ
っ
と
眺
め
入
る
こ
と

　
芭
蕉
の
弟
子
の
う
ち
で
も 

許  

六 

き
ょ
り
く

と
い
う
人
は
配
合
に
重
き
を
置
い
た
人

で
、
題
に
執
着
し
な
い
で
、
何
で
も
配
合
物
を
見
出
し
て
き
て
、
そ
れ
を
そ

の
題
に
く
っ
つ
け
る
、
と
い
う
説
を
主
張
し
て
い
る
こ
と
は
前
章
に
述
べ
た

通
り
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
と
全
然
反
対
な
の
は 

去  

来 

き
ょ
ら
い

で
あ
り
ま
す
。
去

来
は
配
合
な
ど
に
は
重
き
を
置
か
ず
、
あ
る
題
の
趣
に
深
く
深
く
考
え
入
っ

て
、
執
着
に
執
着
を
重
ね
て
、
そ
の
題
の
意
味
の
中
核
を
捕
え
て
こ
ね
ば
や

ま
ぬ
と
い
う
句
作
法
を
取
っ
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
後
者
の
句
作
法
の
方
を
さ
ら
に
二
つ
に
分
け
て
み
る
こ
と
が
で
き
ま
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す
。
そ
の
一
は
目
で
見
る
方
で
、

　
　
　
じ
っ
と
眺
め
入
る
こ
と

で
あ
り
ま
す
。
そ
の
二
は
、
心
で
考
え
る
方
で
、

　
　
　
じ
っ
と
案
じ
入
る
こ
と

で
あ
り
ま
す
。

　
ま
ず
そ
の
「
じ
っ
と
眺
め
入
る
こ
と
」
の
方
を
お
話
し
し
ま
し
ょ
う
。

　
私
は
そ
れ
に
つ
け
、
昆
虫
に
つ
い
て
の
あ
る
話
を
思
い
出
さ
ず
に
は
い
ら

れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
手
許
に
本
が
な
い
か
ら
は
っ
き
り
し
た
こ
と
は
申
上
げ

か
ね
ま
す
が
、
何
で
も
一
本
の
薔バ
薇ラ
の
木
に
い
る
昆
虫
の
数
を
し
ら
べ
て
み

る
と
十
数
種
に
な
る
と
か
い
う
よ
う
な
話
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
が
単
に
甲

の
昆
虫
も
い
る
、
乙
の
昆
虫
も
い
る
と
い
う
よ
う
に
並
べ
立
て
た
だ
け
で
は
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興
味
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、
た
と
え
ば
ま
ず
初
め
に
な
ん
と
か
い
う
虫
が
そ
の

薔
薇
の
芯しん
に
寄
生
す
る
と
、
そ
の
虫
を
食
う
た
め
に
他
の
虫
が
ま
た
そ
の
傍

に
寄
生
す
る
、
そ
う
す
る
と
今
度
は
ま
た
そ
の
第
二
の
虫
を
食
う
た
め
に
蟻

が
茎
を
伝
っ
て
登
っ
て
行
く
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
な
り
、
そ
う
い
う
関

係
か
ら
際
限
も
な
く
多
く
の
昆
虫
の
薔
薇
に
い
る
こ
と
が
説
明
さ
れ
て
い
た

の
で
あ
り
ま
す
。

　
こ
う
い
う
科
学
的
の
研
究
は
ち
ょ
っ
と
文
学
に
は
関
係
の
な
い
こ
と
の
よ

う
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
実
研
究
の
方
法
こ
そ
違
え
文
学
者
も
ま
た
こ
れ
に

類
し
た
研
究
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
し
い
文
芸
を
産
み
出
す
の
で
あ
り

ま
す
。
わ
が
俳
句
に
あ
っ
て
も
同
じ
こ
と
で
、
科
学
者
の
よ
う
に
顕
微
鏡
を

用
い
た
り
メ
ス
を
取
っ
た
り
こ
そ
は
し
ま
せ
ん
が
、
じ
っ
と
も
の
に
眺
め
入
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っ
て
、
今
ま
で
人
の
気
の
つ
か
な
か
っ
た
あ
る
も
の
を
捕
え
て
こ
よ
う
　
　

発
見
し
て
こ
よ
う
　
　
と
す
る
点
に
は
似
寄
っ
た
努
力
が
費
や
さ
れ
る
の
で

あ
り
ま
す
。
同
じ
く
薔
薇
を
見
て
い
る
に
し
て
も
、
俳
句
を
作
る
場
合
に
は
、

我
等
は
一
茎
の
薔
薇
に
じ
っ
と
目
を
や
っ
て
、
そ
こ
に
我
等
と
薔
薇
と
の
間

に
い
か
な
る
神
霊
の
交
通
が
あ
る
か
、
自
然
　
　
神
　
　
は
い
か
な
る
不
思

議
を
我
等
に
見
せ
て
く
れ
る
か
、
我
等
は
精
神
を
一
所
に
集
中
し
て
、
じ
っ

と
そ
の
薔
薇
と
睨にら
め
っ
く
ら
を
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
文
学
上
の
新
発

見
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
ゲ
ー
テ
が
牡
丹
ぼ
た
ん
の
花
か
何
か
に
つ
い
て
科
学
上
の
大
発
見
を
し
た
と
い
う

よ
う
な
話
も
あ
る
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
科
学
と
文
学
と
は
大
変
な
相
違
の

あ
る
も
の
の
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
こ
れ
は
い
わ
ば
青
い
電
灯
と
赤
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い
電
灯
と
の
相
違
で
、
電
気
さ
え
通
え
ば
同
時
に
ぱ
っ
と
灯
の
と
も
る
も
の

か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
「
じ
っ
と
物
に
眺
め
入
る
こ
と
」
に
よ
っ
て
新
し
い
句
を
得
よ
う
と

す
る
努
力
を
、
写
生
と
い
い
ま
す
。

　
写
生
と
い
う
と
何
で
も
目
で
見
た
も
の
を
そ
の
ま
ま
ス
ケ
ッ
チ
す
れ
ば
い

い
と
い
う
ふ
う
に
心
得
て
い
る
人
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ぬ
。

　
こ
う
い
う
ふ
う
に
言
っ
て
き
ま
す
と
、
去
来
が
写
生
の
大
家
の
よ
う
に
聞

こ
え
て
、
あ
の
主
観
的
の
句
を
作
る
人
が
大
家
か
と
怪
し
む
人
が
多
い
で
し

ょ
う
。
去
来
と
い
う
人
は
こ
の
「
じ
っ
と
物
に
眺
め
入
る
こ
と
」
の
方
に
は

あ
る
い
は
長
じ
て
い
な
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
点
に
お
い
て
は

「 

猿  

蓑 

さ
る
み
の

」
の
選
者
と
し
て
去
来
の
兄
弟
分
に
当
た
る
凡
兆
か
、
も
し
く
は
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ず
っ
と
下
っ
て
天
明
時
代
の
作
家
の
方
が
よ
り
以
上
に
適
切
か
も
し
れ
な
い

の
で
あ
り
ま
す
。
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
去
来
は
「
じ
っ
と
眺
め
入
る
人
」
で

は
な
く
て
、
「
じ
っ
と
案
じ
入
る
人
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
「
じ
っ
と
眺
め
入
る
こ
と
」
と
「
じ
っ
と
案
じ
入
る
こ
と
」
と
は
、

大
き
な
隔
て
を
置
く
べ
き
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
例
の
「
配
合
」

を
生
命
と
す
る
句
作
法
を
一
方
に
置
い
て
み
る
と
、
こ
の
両
者
は
に
わ
か
に

近
よ
っ
て
き
て
、
ほ
と
ん
ど
両
者
は
一
体
と
な
っ
て
「
配
合
法
」
と
相
対
立

す
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。
「
あ
る
も
の
を
取
っ
て
来
て
配
合
す
る
」

と
い
う
こ
と
と
、
こ
の
「
じ
っ
と
眺
め
・
案
じ
入
る
」
と
い
う
こ
と
と
は
、

心
の
働
き
か
ら
い
う
と
二
大
別
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
ま

す
。
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「
じ
っ
と
眺
め
入
る
」
と
い
う
こ
と
も
や
が
て
は
「
じ
っ
と
案
じ
入
る
」
と

い
う
こ
と
に
落
ち
て
行
く
の
で
あ
り
ま
す
。
が
、
こ
こ
に
は
か
り
に
二
つ
に

分
け
て
、
そ
の
「
じ
っ
と
案
じ
入
る
」
と
い
う
方
は 

後  

廻 

あ
と
ま
わ

し
と
し
、
「
じ

っ
と
眺
め
入
る
こ
と
」
に
つ
い
て
私
の
経
験
談
の
一
つ
を
実
例
と
し
て
お
話

し
し
て
み
よ
う
と
思
い
ま
す
。

　
そ
れ
は
去
年
の
春
さ
き
、
ち
ょ
う
ど
今
ご
ろ
の
時
候
で
あ
り
ま
し
た
。
病

後
で
あ
っ
た
た
め
に
、
よ
く
鎌
倉
の
谷
々
を
散
歩
し
ま
し
た
。
あ
る
時
鎌
倉

神
社
の
横
手
の
二
間
幅
ば
か
り
の
溝
の
と
こ
ろ
に
立
ち
止
ま
っ
て
、
そ
の
溝

の
中
を
ぼ
ん
や
り
と
眺
め
て
い
ま
す
と
、
こ
う
い
う
光
景
が
目
に
映
り
ま
し

た
。

　
そ
の
溝
に
は
水
は
割
合
に
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
。
日
光
は
そ
の
水
の
上
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に
落
ち
て
「
春
先
ら
し
い
暖
か
さ
」
と
、
ど
こ
や
ら
ま
だ
風
の
寒
い
「
春
先

ら
し
い
寒
さ
」
と
を
み
せ
て
い
ま
し
た
。
水
の
中
に
は
木
ぎ
れ
の
よ
う
な
も

の
も
落
ち
て
い
ま
し
た
。
ゴ
ミ
の
よ
う
な
も
の
も
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
浮
い
て

い
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
そ
の
わ
り
に
水
は
濁
っ
て
は
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
ち

ょ
っ
と
見
る
と
水
も
赤
っ
ち
ゃ
け
て
見
え
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
比
較
的
透
明

な
水
に
底
の
方
の
赤
っ
ち
ゃ
け
た
泥
が
す
い
て
見
え
る
の
で
あ
り
ま
し
た
。

　
私
は
じ
っ
と
そ
れ
を
見
て
い
ま
し
た
。
冬
の
ご
と
く
着
込
ん
で
い
る
背
中

に
は
、
少
し
汗
ば
も
う
か
と
す
る
く
ら
い
の
暖
か
さ
を
感
じ
る
の
で
あ
り
ま

し
た
が
、
そ
れ
で
も
頬
に
あ
た
る
東
風
に
は
ま
だ
遠
い
北
の
雪
国
を
思
わ
せ

る
ほ
ど
の
寒
さ
が
残
っ
て
お
り
ま
し
た
。
春
は
来
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
が
、

ど
こ
や
ら
ま
だ
そ
れ
は
動
揺
し
て
い
て
頼
り
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
一
度
そ
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の
北
の
雪
国
を
思
わ
せ
る
風
が
真
北
に
変
わ
っ
て
山
の
低
み
か
ら
吹
き
下
ろ

し
て
来
た
な
ら
ば
、
こ
の
鎌
倉
の
春
は
瞬
く
間
に
後
も
ど
り
し
て
、
た
ち
ま

ち
ま
た
昨
日
の
冬
に
逆
転
し
そ
う
な
心
細
さ
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
し
た
が
、

た
だ
こ
の
溝
の
中
に
は
そ
こ
に
確
実
な
春
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
た
と
い

北
国
の
雪
を
思
わ
せ
る 

朔  

風 
さ
く
ふ
う

が
落
ち
て
き
て
も
び
く
と
も
し
な
い
と
い
う

よ
う
な
、
落
ち
着
き
払
っ
て
、
じ
っ
と
澄
ま
し
こ
ん
だ
大
地
の
春
が
あ
り
ま

し
た
。
…
…
私
は
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
て
じ
っ
と
そ
の
溝
の
中
を
覗のぞ
き
こ
ん

で
い
ま
し
た
。

　
そ
の
赤
っ
ち
ゃ
け
た
泥
は
ポ
カ
ポ
カ
と
柔
ら
か
く
、
も
の
が
ち
ょ
っ
と
で

も
触
れ
れ
ば
た
ち
ま
ち
浮
き
上
が
り
そ
う
に
み
え
て
い
ま
し
た
。
私
は
試
み

に
ひ
と
つ
の
小
石
を
拾
っ
て
投
げ
込
ん
で
み
ま
し
た
。
果
た
し
て
そ
の
泥
は
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煙
の
よ
う
に
軽
く
そ
の
小
石
を
中
心
に
し
て
浮
き
上
が
る
の
で
あ
り
ま
し
た
。

「
春
は
地
皮
の
下
一
分
の
と
こ
ろ
ま
で
押
し
上
げ
て
来
て
い
る
の
だ
」
そ
ん

な
ふ
う
に
私
は
考
え
ま
し
た
。
こ
う
い
う
時
に
い
つ
で
も
思
い
出
さ
れ
る

「
水
温ぬる
む
」
と
い
う
季
題
の
こ
と
を
私
は
ま
た
考
え
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん

で
し
た
。
水
温
む
！
　
そ
れ
は
空
気
が
暖
か
に
な
る
た
め
に
温
む
の
だ
と
考

え
る
よ
り
も
、
大
地
の
下
か
ら
押
し
上
げ
て
く
る
春
の
力
に
よ
っ
て
温
む
の

だ
と
考
え
る
方
が
自
然
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
し
た
。
科
学
者
な

ら
ば
こ
ん
な
不
条
理
な
こ
と
は
考
え
な
い
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
し
か
し
文
学

者
は
こ
の
よ
う
な
非
科
学
的
な
考
え
を
め
ぐ
ら
す
こ
と
の
上
に
何
人
に
も
求

め
ら
れ
な
い
特
権
を
持
っ
て
い
ま
す
。

　
そ
の
時
で
あ
り
ま
し
た
、
私
が
ふ
と
あ
る
大
き
な
事
実
に  

逢    

着  

ほ
う
ち
ゃ
く

し
ま
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し
た
の
は
。

　
そ
の
事
実
と
い
う
の
は
ほ
か
で
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
に
ゴ
ミ
と

も
何
と
も
つ
か
ぬ
、
混
雑
し
た
中
に
ど
こ
か
秩
序
の
あ
る
、
赤
っ
ち
ゃ
け
た

泥
と
ち
ょ
っ
と
見
さ
か
い
の
つ
か
ぬ
よ
う
な
色
を
し
た
、
や
は
り
、
一
種
の

藻
草
　
　
そ
れ
は
も
う
こ
の
間
の
冬
の
寒
さ
に
無
用
の
廃
物
と
な
っ
て
も
と

の
泥
に
も
ど
ろ
う
と
し
て
い
る
よ
う
な
藻
草
　
　
が
あ
る
あ
た
り
に
、
銭
ほ

ど
の
大
き
さ
の
青
い
一
つ
の
葉
が
夢
の
よ
う
に
浮
い
て
い
た
こ
と
で
、
私
は

そ
の
冬
の
名
残
で
あ
る
廃
物
の
藻
草
と
こ
の
新
し
く
来
る
と
こ
ろ
の
春
の
シ

ン
ボ
ル
の
よ
う
な
一
枚
の
浮
草
の
葉
と
を
凝
視
し
た
の
で
あ
り
ま
し
た
。

　
そ
こ
に
は
続
い
て
第
二
の
事
実
が
発
見
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
古

い
藻
草
と
新
し
い
浮
草
と
は
ま
っ
た
く
没
交
渉
の
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
一
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見
し
た
と
こ
ろ
で
は
ち
ょ
う
ど
同
じ
よ
う
な
場
所
に
見
え
ま
し
た
け
れ
ど
も
、

そ
の
浮
葉
に
は
別
に
一
つ
の
茎
が
永
く
永
く
延
び
て
い
て
、
そ
れ
は
そ
の
一

か
た
ま
り
の
藻
草
の
上
を
遥はる
か
に
す
べ
っ
て
、
思
わ
ぬ
方
の
、
ず
っ
と
遠
方

の
水
底
に
根
を
下
ろ
し
て
い
る
こ
と
が
明
白
に
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
私
の
心
は
何
と
い
う
こ
と
な
く
興
奮
し
て
こ
の
事
実
の
上
に
興
味
を
見
出

し
ま
し
て
、
そ
の
葉
か
ら
延
び
て
い
る
細
い
長
い
茎
を
た
ず
ね
て
深
い
水
底

の
泥
の
方
に
目
を
た
ど
っ
て
い
る
う
ち
に
、
私
は
ま
た
第
三
の
事
実
に
逢
着

し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
こ
の
根
か
ら
出
た
茎
は
私
の
初
め
に
見
出
し

た
一
本
で
は
な
く
、
な
お
そ
の
他
に
数
本
の
茎
が
そ
の
一
本
の
根
か
ら
放
射

状
に
出
て
い
る
こ
と
で
、
そ
れ
ら
は
同
じ
よ
う
に
長
い
茎
を
し
て
、
遥
か
な

距
離
の
水
上
に
や
は
り
一
つ
一
つ
銭
ほ
ど
の
葉
を
浮
か
べ
て
い
る
の
で
あ
り
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ま
し
た
。
ち
ょ
っ
と
水
上
ば
か
り
を
見
る
と
、
彼
の
葉
と
こ
の
葉
と
は
あ
ま

り
離
れ
て
い
る
の
で
、
ま
っ
た
く
別
の
根
か
ら
出
た
水
草
と
し
か
思
わ
れ
な

い
の
で
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
が
一
つ
の
根
か
ら
出
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に

気
が
つ
い
て
み
る
と
、
な
る
ほ
ど
、
そ
れ
は
こ
と
ご
と
く
シ
ン
メ
ト
リ
ー
に

幾
何
学
的
に
置
か
れ
た
浮
標
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
同
じ
距
離
を
保
っ
て
小

さ
い
葉
を
浮
か
べ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
し
た
。

　
こ
の
事
実
に
逢
着
し
て
私
は
飛
び
立
つ
ほ
ど
の
嬉うれ
し
さ
を
覚
え
ま
し
た
。

自
然
は
私
に
こ
う
い
う
事
実
を
教
え
て
く
れ
た
の
だ
と
思
う
と
、
じ
っ
と
し

て
い
ら
れ
な
い
よ
う
な
心
持
が
す
る
の
で
あ
り
ま
し
た
。
私
は
覚
え
ず
こ
う

い
う
句
を
作
り
ま
し
た
。
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一
つ
根
に
離
れ
浮
く
葉
や
春
の
水

　
こ
の
句
を
立
派
な
句
だ
と
自
讃
じ
さ
ん
す
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
か
か
る
事

情
の
も
と
に
生
ま
れ
出
た
句
で
あ
る
こ
と
を
申
し
上
げ
て
「
じ
っ
と
も
の
に

眺
め
入
る
」
上
の
句
作
法
の
一
例
と
し
て
参
考
に
供
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
私
が
鎌
倉
神
社
の
溝
の
と
こ
ろ
を
し
ば
し
ば
通
過
し
た
に
し
ま
し
て
も
、

こ
の
興
奮
し
た
心
を
も
っ
て
「
じ
っ
と
眺
め
入
る
」
こ
と
を
し
な
か
っ
た
な

ら
ば
、
私
は
こ
れ
だ
け
の
発
見
を
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
し
た
が
っ
て
こ
の

一
句
を
作
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
写
生
と
い
う
こ
と
は
、
手
帳
と
鉛
筆
と
を
も
っ
て
野
外
を
散
歩
す
れ
ば
い

い
く
ら
い
に
心
得
て
こ
の
「
じ
っ
と
物
に
眺
め
入
る
こ
と
」
を 

軽  

蔑 

け
い
べ
つ

し
て
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い
る
人
が
あ
る
な
ら
ば
、
決
し
て
正
し
い
意
味
の
写
生
を
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

　
し
か
し
な
が
ら
こ
う
い
う
こ
と
を
お
話
し
し
て
く
る
と
、
そ
う
い
う
こ
と

は
あ
る
点
ま
で
修
業
を
積
ん
だ
上
で
な
け
れ
ば
で
き
な
い
こ
と
だ
、
と
言
わ

れ
る
方
が
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
も
ご
も
っ
と
も
と
考
え
ま
す
。
そ
の

た
め
私
は
こ
こ
に
い
ま
少
し
「
写
生
」
と
い
う
こ
と
を
卑
近
な
方
法
と
し
て

説
明
し
て
み
よ
う
と
思
い
ま
す
。

　
究
極
は
「
一
つ
根
に
離
れ
浮
く
葉
」
を
発
見
す
る
と
こ
ろ
に
写
生
の
目
的

は
あ
る
と
し
ま
し
て
も
、
な
お
そ
の
以
前
に
前
述
の
「
溝
の
中
の
光
景
」
を

捕
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
い
く
ら
で
も
写
生
句
を
作
る
こ
と
は
で
き
る
の
で
あ

り
ま
す
。
私
は
ま
た
無
雑
作
に
作
る
と
い
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
こ
こ
に
若
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干
句
を
並
べ
て
み
る
こ
と
に
い
た
そ
う
と
思
い
ま
す
。
多
く
は
前
に
の
べ
た

「
溝
の
中
の
光
景
」
を
材
料
と
し
ま
す
が
、
中
に
は
、
前
に
は
の
べ
な
か
っ

た
け
れ
ど
も
当
時
遭
遇
し
た
事
実
も
あ
り
ま
す
。

　
　 

病  

起 

び
ょ
う
き

野
に
立
て
ば
水
ぬ
る
み
け
り

　
こ
れ
は
別
に
説
明
す
る
ま
で
も
な
く
、
病
気
で
う
ち
臥ふ
し
て
い
た
の
が
大

分
よ
く
な
っ
た
の
で
野
に
散
歩
に
出
た
、
お
り
ふ
し
水
の
温
む
時
分
で
あ
っ

た
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
温
む
水
に
動
く
も
の
あ
る
目
高
か
な
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こ
れ
は
前
に
は
の
べ
ま
せ
ん
で
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
溝
の
中
に
ち
ら
ち

ら
と
動
く
も
の
が
あ
る
と
思
う
と
、
そ
れ
は
目
高
が
泳
い
で
い
る
の
で
あ
り

ま
し
た
。

　
　
石
投
ぐ
れ
ば
浮
み
出
る
泥
や
春
の
水

　
こ
れ
は
前
に
申
し
た
こ
と
と
そ
の
ま
ま
で
す
か
ら
説
明
す
る
ま
で
も
あ
り

ま
せ
ん
。

　
　
水
温
ん
で
な
ほ
腐
る
去こ
年ぞ
の
藻
草
あ
り
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こ
れ
も
同
様
で
あ
り
ま
す
。

　
　
水
温
む
そ
れ
も
地
軸
よ
り
来
る
力

　
こ
れ
も
同
様
で
あ
り
ま
す
。
な
ん
だ
か
一
種
の
力
と
い
う
も
の
が
地
球
の

中
心
の
地
軸
か
ら
来
て
、
そ
の
た
め
に
水
が
温
む
よ
う
な
気
が
す
る
の
で
あ

り
ま
す
。

　
　
神
近
く
澄
め
る
溝
あ
り
水
温
む
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こ
れ
も
同
様
で
あ
り
ま
す
。
と
く
に
鎌
倉
神
社
近
く
の
溝
で
あ
る
と
い
う

点
を
言
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
こ
の
水
の
宮
離
る
れ
ば
種
井
た
ね
い
か
な

　
神
社
の
傍
に
あ
る
間
は
同
じ
溝
で
も
何
と
な
く
格
別
な
清
浄
な
感
じ
が
す

る
。
し
か
し
い
っ
た
ん
こ
の
流
れ
が
宮
を
離
れ
る
と
そ
こ
は
も
う
普
通
の
畑

の
中
の
流
れ
で
、
そ
こ
は
や
が
て
種
井
と
し
て 

籾  

種 

も
み
た
ね

が
浸
さ
れ
る
と
い
う

の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
宮
近
き
畦あぜ
を
焼
く
子
や
禰ね
宜ぎ
叱
る
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春
に
な
る
と
山
を
焼
い
た
り
野
を
焼
い
た
り
す
る
た
め
に
焼
山
、
焼
野
は

春
季
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
畦
を
焼
く
の
も
や
は
り
同
じ
種
類
に
属
せ
し
め

て
よ
い
の
で
あ
り
ま
す
。
神
社
近
く
の
畦
を
焼
く
子
を
禰
宜
が
出
て
来
て
叱

る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
禰
宜
そ
こ
に
現
は
れ
て
話
す
椿
か
な

　
鎌
倉
神
社
の
禰
宜
は
私
の
知
人
で
あ
り
ま
す
。
溝
を
隔
て
た
向
こ
う
の
堤

の
上
に
禰
宜
が
出
て
来
て
私
と
話
を
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
椿
は
そ
の
ほ
と

り
に
咲
い
て
い
た
の
で
あ
り
ま
す
。
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こ
の
禰
宜
の
妻 

二 

日 

灸 

ふ
つ
か
き
ゅ
う 

針 

供 

養 

は
り
く
よ
う

　
こ
の
禰
宜
の
細
君
も
私
の
知
人
で
あ
り
ま
す
。
私
は
病
中
こ
の
人
に
お
灸

を
す
え
て
も
ら
い
ま
し
た
、
ま
た
私
の
着
物
な
ど
も
よ
く
縫
っ
て
も
ら
い
ま

し
た
。
こ
の
禰
宜
の
細
君
は
よ
く
お
灸
を
す
え
た
り
お
針
を
し
た
り
す
る
と

い
う
こ
と
を
幸
い
に
、
春
季
に
な
っ
て
い
る
二
日
灸
、
針
供
養
の
二
つ
で
表

し
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
摘
草
を
す
れ
ば
必
ず
来
る
と
こ
ろ
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去
年
は
病
中
で
あ
っ
た
た
め
に
よ
く
摘
草
な
ど
を
し
て
日
を
暮
ら
し
ま
し

た
が
、
摘
草
を
す
る
と
な
る
と
よ
く
こ
の
辺
に
ま
い
り
ま
し
た
。

　
こ
う
い
う
ふ
う
に
し
て
、
何
事
も
そ
の
時  

逢    

着  

ほ
う
ち
ゃ
く

し
た
事
実
を
も
と
と

し
て
写
生
句
を
作
る
と
、
容
易
た
や
す
く
句
作
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
そ
う
し
て

そ
の
中
で
比
較
的
い
い
句
か
と
覚
え
る
の
は
前
に
申
し
ま
し
た
、
「
一
つ
根

に
」
の
句
ぐ
ら
い
な
も
の
だ
と
存
じ
ま
す
。
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四
　
じ
っ
と
案
じ
入
る
こ
と

　
ち
ょ
っ
と
見
て
す
ぐ
句
に
す
る
と
か
、
ち
ょ
っ
と
考
え
て
す
ぐ
句
に
す
る

と
か
い
う
こ
と
は
、
言
葉
そ
れ
自
身
が
表
す
よ
う
に
軽
薄
な
こ
と
で
あ
り
ま

す
。
句
作
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
物
を
見
る
に
は
「
じ
っ
と
眺
め
入
る
こ

と
」
が
必
要
で
あ
る
し
、
物
を
考
え
る
に
は
「
じ
っ
と
案
じ
入
る
こ
と
」
が

必
要
で
あ
り
ま
す
。
「
じ
っ
と
眺
め
入
る
こ
と
」
は
前
章
に
お
話
し
し
ま
し

た
か
ら
今
度
は
、

　
　
　
じ
っ
と
案
じ
入
る
こ
と

に
つ
い
て
お
話
を
し
よ
う
と
思
い
ま
す
。
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昔
の
俳
句
の
大
家
は
た
い
が
い
じ
っ
と
案
じ
入
っ
た
人
で
あ
り
ま
す
。
俳

句
な
ど
と
い
う
も
の
は
当
意
即
妙
で
頓
知
と
ん
ち
さ
え
あ
れ
ば
で
き
る
も
の
の
ご
と

く
心
得
て
い
る
人
が
ず
い
ぶ
ん
あ
り
ま
す
が
、
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む

し
ろ
頓
知
な
ど
と
い
う
言
葉
と
は
反
対
に
、
一
心
に
も
の
に
案
じ
入
る
こ
と

に
よ
っ
て
で
き
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
芭
蕉
の
弟
子
に
は
い
ろ
い
ろ
の
人
が
あ
り
ま
し
た
。
が
、
中
で
も
っ
と
も

頓
知
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
遠
か
っ
た
人
は 

去  

来 

き
ょ
ら
い

の
よ
う
に
考
え
ら
れ
ま

す
。
こ
の
人
の
俳
句
を
見
る
と
い
か
に
も
愚
鈍
ら
し
い
と
こ
ろ
が
み
え
ま
す
。

愚
鈍
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
、
む
し
ろ
い
い
意
味
の
愚
鈍
で
い
や
に
才
走
っ
た

と
こ
ろ
は
少
し
も
な
く
、
実
直
な
、
鈍
重
な
風
格
を
備
え
て
い
る
の
で
あ
り

ま
す
。
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近
代
人
の
句
に
は
い
か
な
る
人
の
句
に
も
こ
の
鈍
重
の
趣
を
欠
い
て
お
り

ま
す
。
こ
れ
は
時
代
の
相
違
も
あ
る
こ
と
で
、
今
の
人
に
元
禄
時
代
の
去
来

の
よ
う
な
句
を
作
れ
と
言
っ
た
と
こ
ろ
で
そ
れ
は
無
理
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

し
か
し
そ
の
鈍
重
の
趣
を
欠
く
理
由
の
一
つ
に
は
こ
の
じ
っ
と
案
じ
入
る
こ

と
の
修
業
が
足
り
な
い
点
が
あ
り
ま
す
。

　
試
み
に
去
来
の
句
を
二
、
三
句
抜
き
出
し
て
き
て
こ
の
辺
の
消
息
を
少
し

お
話
し
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
　
湖
の
水
ま
さ
り
け
り
五
月
雨
　
　
去
来

　
こ
れ
は
去
来
の
句
と
い
え
ば
誰
も
第
一
に
持
ち
出
す
ほ
ど
有
名
な
句
で
あ

78俳句の作りよう



り
ま
す
か
ら
、
ま
ず
こ
の
句
に
つ
い
て
吟
味
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
句
意
は
き

わ
め
て
明
白
で
五
月
雨
の
降
る
こ
ろ
近
江
お
う
み
に
行
っ
て
み
る
と
、
あ
の
広
大
な

琵び
琶わ
湖
の
水
が
降
り
続
く
雨
の
た
め
に
増
し
て
お
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
り

ま
す
。

　
ち
ょ
っ
と
み
る
と
た
だ
事
実
を
あ
り
の
ま
ま
に
言
っ
た
も
の
と
と
れ
ま
す

が
、
し
か
し
よ
く
み
る
と
、
こ
の
句
に
は
去
来
の
じ
っ
と
案
じ
入
っ
た
心
の

あ
と
が
力
強
く
印
象
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に

私
は
自
分
の
句
を
引
合
に
出
し
ま
す
。

　
私
が
書
生
時
代
神
田
の
下
宿
に
い
る
と
き
の
こ
と
で
し
た
。

　
ふ
と
下
宿
屋
の
庭
先
に
置
か
れ
て
あ
っ
た
「
へ
ご
鉢
」
を
見
ま
す
る
と
、

お
り
ふ
し
の
雨
で
、
そ
の
へ
ご
鉢
の
水
が
溢あふ
れ
ん
ば
か
り
の 

水  

嵩 

み
ず
か
さ

に
増
し
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て
お
り
ま
し
た
。

　
そ
こ
で
私
は
こ
の
去
来
の
句
を
想
起
し
て
、
そ
れ
を
脱
胎
し
て
、

　
　
へ
ご
鉢
の
水
ま
さ
り
け
り
五
月
雨

と
い
う
句
を
作
り
ま
し
た
。
私
は
た
だ
去
来
の
句
か
ら
思
い
つ
い
た
、
い
わ

ゆ
る
「
思
い
つ
き
」
の
句
と
し
て
も
と
よ
り
こ
の
句
に
重
き
を
お
か
な
か
っ

た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
こ
ろ
は
あ
た
か
も
写
生
と
い
う
こ
と
に
着
眼
し

始
め
た
時
代
で
あ
り
ま
し
た
と
こ
ろ
か
ら
、
去
来
の
句
よ
り
も
こ
の
句
の
方

が
写
生
的
で
い
い
、
む
し
ろ
本
当
だ
、
と
い
う
よ
う
な
批
評
も
あ
っ
た
く
ら

い
で
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
今
見
て
も
つ
ま
ら
ぬ
句
で
一
噱きょ
に
値
し
な
い
の
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で
あ
り
ま
す
が
、
去
来
の
句
を
解
釈
す
る
上
に
便
宜
な
た
め
に
引
合
に
出
し

て
み
ま
し
ょ
う
。

　
五
月
雨
が
降
っ
た
た
め
に
へ
ご
鉢
の
水
が
増
し
た
、
と
い
う
光
景
は
き
わ

め
て
的
確
な
目
前
の
事
実
で
あ
り
ま
す
。
ど
の
辺
ま
で
あ
っ
た
水
が
ど
の
辺

ま
で
増
し
た
と
い
う
こ
と
ま
で
的
確
な
事
実
で
あ
り
ま
す
。
が
、
周
回
七
十

何
里
と
い
う
琵
琶
湖
の
水
は
た
と
い
五
月
雨
が
何
日
降
り
続
こ
う
と
も
、
ど

れ
だ
け
増
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
う
的
確
に
目
に
見
え
る
も
の
で
は
な
い
。

瀬せ
田た
川
に
落
ち
る
水
の
嵩
が
高
く
な
っ
た
と
か
、
岸
辺
の
水
が
い
く
ら
ば
か

り
多
く
草
を
浸
す
よ
う
に
な
っ
た
と
か
い
う
よ
う
な
事
実
は
決
し
て
皆
無
と

は
申
さ
れ
ま
せ
ん
が
、
「
へ
ご
鉢
の
水
が
こ
ん
な
に
増
し
た
」
と
い
う
ほ
ど

明
確
な
印
象
を
人
の
頭
に
与
え
は
い
た
し
ま
せ
ん
。
た
だ
湖
面
を
眺
め
た
刹せ
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那つな
の
感
じ
は
雨
が 

濛  

々 

も
う
も
う

と
降
っ
て
お
る
と
か
、
水
が
濁
っ
た
よ
う
に
見
え

る
と
か
い
う
方
が
む
し
ろ
強
く
っ
て
、
決
し
て
湖
水
の
水
嵩
が
高
ま
っ
た
と

い
う
よ
う
な
感
じ
は
そ
う
強
い
も
の
と
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
あ
る
い
は
去

来
が
平
生
湖
水
の
水
嵩
を
熟
知
し
て
い
て
、
あ
る
湖
辺
の
石
垣
の
こ
の
辺
ま

で
水
が
来
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
湖
の
水
が
増
し
た
の
だ
と
、
事
実
を
的
確

に
目
撃
し
て
こ
の
句
を
作
っ
た
の
だ
、
と
い
う
よ
う
な
解
釈
も
下
せ
ぬ
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
し
か
し
そ
れ
は
む
し
ろ
近
代
的
の
解
釈
で
あ
り
ま
し
て
、

元
禄
の
去
来
は
、
た
だ
ぼ
ん
や
り
と
広
漠
た
る
湖
上
に
眺
め
入
っ
て
、
同
時

に
降
り
続
く
こ
の
ご
ろ
の
五
月
雨
の
こ
と
に
案
じ
入
っ
て
、
「
こ
う
降
っ
て

は
こ
の
湖
水
の
水
も
増
す
で
あ
ろ
う
」
と
考
え
、
そ
う
思
っ
て
見
る
と
も
う

湖
面
の
水
が
一
尺
も
二
尺
も
膨
れ
上
が
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
、
そ
の
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時
去
来
は
、

　
　
湖
の
水
ま
さ
り
け
り
五
月
雨

と
い
う
こ
の
句
を
得
た
も
の
で
あ
ろ
う
、
と
こ
う
考
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。

私
は
へ
ご
鉢
の
水
の
増
し
て
お
る
の
を
見
て
無
造
作
に
「
へ
ご
鉢
の
水
ま
さ

り
け
り
」
と
申
し
ま
し
た
が
、
去
来
の
は
広
大
な
湖
水
の
趣
や
、
降
り
続
く

五
月
雨
の
趣
や
に
じ
っ
と
案
じ
入
っ
て
、
去
来
の
心
が
湖
水
の
ご
と
く
広
大

に
、
ま
た
五
月
雨
の
ご
と
く
荘
重
に
引
き
締
め
ら
れ
て
、
だ
い
ぶ
心
の
上
の

 

鋳  

冶 

ち
ゅ
う
や

を
経
て
こ
の
句
は
で
き
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
句
は
「
じ
っ
と
案
じ
入
っ
て
」
で
き
た
句
と
も
、
ま
た
「
じ
っ
と
眺
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め
入
っ
て
」
で
き
た
句
と
も
申
さ
れ
ま
す
。
「
じ
っ
と
眺
め
入
る
」
と
い
う

こ
と
も
や
が
て
は
「
じ
っ
と
案
じ
入
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、

そ
れ
を 
截  
然 
せ
つ
ぜ
ん

と
切
り
離
し
て
考
え
る
と
い
う
こ
と
は
む
し
ろ
で
き
が
た
い

と
い
う
の
が
本
当
な
の
で
す
。
彼
の

　
　
尾
頭
の
心
も
と
な
き
海
鼠
な
ま
こ
か
な
　
　
去
来

と
い
う
句
の
ご
と
き
も
去
来
が
じ
っ
と
海
鼠
の
形
に
眺
め
入
っ
て
、
い
か
に

も
ど
ち
ら
が
頭
や
ら
尾
や
ら
判
ら
ぬ
妙
な
形
を
し
た
も
の
だ
と
考
え
て
こ
の

句
を
作
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
し
か
し
い
く
ら
「
じ
っ
と
眺
め
入
っ
た
」

に
し
ま
し
て
も
、
去
来
の
よ
う
な
落
着
い
た
沈
ん
だ
心
の
働
き
を
有
し
て
お
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る
人
で
な
か
っ
た
ら
、
決
し
て
こ
う
い
う
重
々
し
い
調
子
の 

滑  

稽 

こ
っ
け
い

句
は
で

き
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
去
来
は
「
じ
っ
と
物
に
眺
め
入
り
な
が
ら
、

じ
っ
と
物
に
案
じ
入
っ
た
」
人
で
、
こ
の
海
鼠
の
句
を
作
る
に
つ
け
て
も
必

ず
深
く
海
鼠
の
趣
に
案
じ
入
っ
て
、
海
鼠
の
趣
を 

丹  

田 

た
ん
で
ん

の
下
で
考
え
て
作

っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　
　
秋
風
や
白
木
の
弓
に
弦つる
張
ら
ん
　
　
去
来

　
こ
の
句
意
は
、
時
候
が
秋
に
な
っ
て
、  

蕭    

条  
し
ょ
う
じ
ょ
う
た
る
秋
風
の
吹
く
こ
ろ
、

い
で
や
白
木
で
何
の
装
飾
も
し
て
い
な
い
弓
に
弦
を
張
っ
て
み
よ
う
、
と
こ

う
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
句
こ
そ
去
来
が
深
く
深
く
秋
風
の
趣
に
案
じ
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入
っ
た
句
で
、
秋
風
の
吹
く
こ
ろ
に
な
る
と
身
も
心
も
引
き
締
ま
っ
て
く
る
、

夏
の
間
は
茂
っ
て
い
た
木
の
葉
も
や
が
て
は
こ
の
風
に
よ
っ
て  

凋    

落  

ち
ょ
う
ら
く

す

る
、
芭
蕉
の
梢
こ
ず
えに
秋
声
を
起
こ
す
の
も
こ
の
風
、
す
べ
て
人
生
に
寂
滅
の
第

一
義
を
暗
示
す
る
も
の
は
こ
の
秋
風
で
あ
る
。
人
は
こ
の
秋
の
哀
れ
に
心
を

痛
ま
せ
る
が
、
し
か
し
ま
た
同
時
に
春
か
ら
夏
に
か
け
て
だ
ら
け
き
っ
て
い

た
心
身
が
驚
か
さ
れ
た
よ
う
に
引
き
締
ま
っ
て
く
る
、
去
来
は
そ
こ
の
趣
に

深
く
深
く
案
じ
入
っ
て
、
い
で
さ
ら
ば
我
は
白
木
の
真
弓
に
弦
を
張
っ
て
今

ま
で
の
だ
ら
け
切
っ
た
心
を
取
り
直
し
、
久
し
く
打
ち
捨
て
て
い
た
武
士
の

心
を
取
り
戻
そ
う
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
去
来
は
も
と
武
士
で
あ
っ
た
の

が
、
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鴨
な
く
や
弓
矢
を
棄
て
ゝ
十
余
年
　
　
去
来

と
い
う
よ
う
に
家
を
弟
に
ゆ
ず
っ
て
武
士
の
道
を
棄
て
た
人
で
あ
り
ま
す
か

ら
、
自
然
こ
う
い
う
考
え
も
浮
か
ん
だ
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
な
に
ゆ
え
白

木
の
弓
と
い
っ
た
か
と
い
う
に
、
こ
れ
も
秋
風
そ
の
も
の
の
性
質
か
ら
き
た

感
じ
で
、
春
風
の 
濃  
艶 

の
う
え
ん

で
赤
や
青
や
く
さ
ぐ
さ
の
色
を
連
想
す
る
の
と
反

対
に
、
秋
風
は
白
々
と
し
て
何
の
色
も
な
い
感
じ
が
す
る
、
そ
こ
か
ら
同
じ

弓
で
も
中
で
色
も
飾
り
も
な
い
白
木
の
弓
を
取
り
出
し
て
き
た
の
で
あ
り
ま

す
。
「
弦
を
張
ろ
う
」
と
い
う
の
は
心
の
緊
張
し
た
有
様
を
そ
の
ま
ま
に
具

体
化
せ
ん
と
し
た
言
葉
で
、
去
来
が
深
く
深
く
案
じ
入
っ
た
結
果
、
秋
風
と

去
来
の
心
と
純
一
無
二
の
境
に
立
ち
、
そ
の
心
持
を
何
と
か
し
て
現
そ
う
と
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し
て
こ
の
「
白
木
の
弓
に
弦
張
ら
ん
」
と
い
う
こ
と
を
も
っ
て
シ
ン
ボ
ラ
イ

ズ
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
私
は
ぜ
ひ
諸
君
が
こ
の
へ
ん
ま
で
歩
を
進
め
て
句
作
さ
れ
ん
こ
と
を
希
望

す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
私
の
ご
と
き
も
と
か
く
こ
こ
ま
で
は
歩
が

進
ま
ず
に
手
近
い
と
こ
ろ
で
す
ま
す
癖
が
あ
っ
て
い
け
な
い
の
で
あ
り
ま
す

が
、
し
か
し
こ
こ
ろ
ざ
し
は
こ
う
い
う
辺
に
存
し
て
い
ま
す
。

　
例
に
よ
っ
て
私
は
何
か
あ
る
題
に
つ
い
て
こ
の
案
じ
入
っ
て
句
作
す
る
自

分
の
例
証
を
ご
覧
に
い
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
り
ま
す
が
、
し
か
し
こ

れ
は
そ
う
容
易
に
で
き
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
こ
の
去
来
の
秋
風

の
句
に
ち
な
み
、
私
の
古
い
秋
風
の
句
の
う
ち
で
比
較
的
「
案
じ
入
っ
た
」

句
に
つ
い
て
自
解
を
試
み
、
責
を
ふ
さ
ぐ
こ
と
に
い
た
し
ま
し
ょ
う
。

88俳句の作りよう



　
　
秋
風
や
眼
中
の
も
の
皆
俳
句

　
こ
れ
は
当
た
り
前
だ
と
い
う
人
と
、
気
取
り
過
ぎ
て
い
る
と
い
う
人
と
両

方
が
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
私
自
身
で
は
忘
れ
る
こ
と
の
で
き
ぬ
あ

る
境
地
で
あ
り
ま
す
。
明
治
三
十
六
年
松
山
に
帰
省
し
た
つ
い
で
に
近
在
の

荏
原
え
ば
ら
村
と
い
う
所
に
遊
び
に
行
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
時
は
あ
る

田
舎
の
寺
で
俳
句
会
が
あ
り
ま
し
て
、
秋
風
と
い
う
題
で
句
作
し
ま
し
た
。

非
常
に
よ
く
晴
れ
た
い
い
天
気
の
日
で
、
す
ぐ
目
前
に
聳そび
え
て
い
る
山
の
皺
し
わ

ま
で
が
手
に
取
る
よ
う
に
見
え
る
日
で
あ
り
ま
し
た
。
私
は
秋
風
と
い
う
題

に
案
じ
入
っ
て
い
る
と
そ
の
時
、
目
の
前
の
も
の
が
こ
と
ご
と
く
皆
俳
句
で
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あ
る
よ
う
な
感
じ
が
し
ま
し
た
。
こ
の
と
き
は
物
々
が
皆
生
き
て
、
そ
れ
が

皆
俳
句
そ
の
も
の
で
あ
る
よ
う
な
き
わ
め
て 

玲  

瓏 

れ
い
ろ
う

透
徹
な
感
じ
が
し
て
、

と
り
あ
え
ず
そ
の
心
持
を
言
い
表
し
た
の
が
、
こ
の
句
で
あ
り
ま
す
。

　
　
秋
風
や
い
つ
迄
逢
は
ぬ
野の
路じ
二
つ

　
こ
れ
は
明
治
三
十
八
年
の
句
で
、
私
は
秋
風
と
い
う
も
の
の
あ
る
趣
に
案

じ
入
っ
た
時
こ
の
句
は
で
き
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
ほ
と
ん
ど
併
行
し

て
い
る
野
路
が
二
つ
あ
っ
て
、
そ
れ
が
し
ば
ら
く
行
っ
て
も
容
易
に
出で
逢あ
わ

な
い
、
こ
の
二
つ
の
野
路
は
い
つ
ま
で
逢
わ
ず
に
い
る
の
で
あ
ろ
う
、
と
そ

う
い
う
と
こ
ろ
に
秋
風
の
趣
が
見
出
み
い
だ
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
道
と
こ
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の
道
、
同
じ
方
向
に
進
ん
で
お
る
二
つ
の
野
路
で
あ
る
の
に
、
そ
れ
が
容
易

に
出
逢
い
そ
う
も
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
、
か
つ
て
「
二
つ
の
併
行
す
る
直

線
は
無 
辺 
空 

際 
む
へ
ん
く
う
ざ
い

ま
で
行
っ
て
も
出
逢
わ
な
い
」
と
い
う
話
を
聞
い
た
時
の

よ
う
に
、
そ
の
二
つ
の
野
路
が
い
つ
ま
で
行
っ
て
も
出
逢
わ
ぬ
と
い
う
点
に

私
の
心
は
さ
び
し
く
躍
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
が
ま
た
あ
た
か
も
秋
風

の
あ
る
淋さび
し
味
と
し
っ
く
り
と
は
ま
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
解
釈
し
て
ゆ

く
と
自
讃
じ
さ
ん
す
る
よ
う
に
聞
こ
え
ま
す
が
、
た
だ
私
の
こ
の
句
を
な
す
に
至
っ

た
道
程
だ
け
を
お
話
し
い
た
す
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
秋
風
や
酔
を
為な
さ
ず
に
人
歓
語
か
ん
ご
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こ
の
句
以
下
は
皆
明
治
四
十
一
年
の
句
で
あ
り
ま
す
。
酔
を
為
し
て
歓
語

す
る
の
は
人
間
の
常
態
で
あ
り
ま
す
が
、
し
か
し
い
く
ら
飲
ん
で
も
酔
え
ぬ

と
い
う
時
が
往
々
に
し
て
あ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
何
か
心
に
憂
を
蔵
す
る

時
は
い
く
ら
酔
お
う
と
思
っ
て
も
酔
え
な
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。
「
酔
を
為

さ
ず
に
」
と
い
う
の
は
わ
ざ
と
酔
を
為
さ
ぬ
の
で
は
な
く
、
酔
を
為
そ
う
と

し
て
為
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
さ
て
酔
を
為
す
こ
と
が
で
き

な
が
ら
も
な
お
黙
っ
て
沈
ん
で
い
る
こ
と
を
せ
ず
に
愉
快
そ
う
に
話
を
し
て

い
る
、
そ
の
な
ま
じ
い
に
沈
ん
で
お
ら
れ
ず
に
愉
快
そ
う
に
話
し
て
お
る
と

こ
ろ
に
あ
る
悲
し
い
趣
を
見
出
す
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
蕭
条
と
し
て
な

お
ど
こ
か
に
明
る
い
と
こ
ろ
の
あ
る
秋
風
と
共
通
の
感
じ
を
持
っ
て
お
る
の

で
あ
り
ま
す
。
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生
涯
に
二
度
あ
る
悔
や
秋
の
風

　
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
い
た
く
後
悔
を
し
た
時
に
、
あ
あ
こ
の
後
悔
は
す
で

に
若
い
時
に
一
度
や
っ
た
こ
と
の
あ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
で
生
涯
に
二

度
あ
る
こ
と
に
な
っ
た
、
と
そ
う
い
う
感
じ
を
起
す
と
こ
ろ
に
秋
風
の
趣
を

見
出
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
反
言
す
れ
ば
秋
風
の
趣
に
案
じ
入
っ
て
い
る
う

ち
に
こ
の
人
事
に
想
到
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
我
が
身
に
腸
は
ら
わ
た無
し
や
秋
の
風
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ふ
と
考
え
て
み
る
と
何
だ
か
自
分
の
体
は
腸
が
な
い
が
ら
ん
洞
の
よ
う
な

感
じ
が
す
る
、
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
勝
ち
ほ
こ
る
心
の
罅ひび
や
秋
の
風

　
私
は
今
ま
で
幾
度
か
他
に
対
す
る
自
分
の
勝
利
を
謳
歌
お
う
か
し
ま
し
た
。
し
か

し
勝
ち
誇
る
そ
の
瞬
間
の
心
に
は
も
う
罅
が
入
っ
て
い
ま
す
。
私
は
秋
風
の

趣
を
た
ず
ね
て
ま
た
こ
う
い
う
こ
と
に
想
到
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
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五
　
埋
字
（
一
）

　
か
り
そ
め
に
も
俳
句
を
作
る
以
上
は
古
人
の
や
ら
な
か
っ
た
境
地
に
足
を

踏
み
入
れ
な
け
れ
ば
駄
目
だ
、
と
こ
う
い
う
議
論
に
私
は
反
対
い
た
し
ま
せ

ん
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
初
め
た
だ
一
生
懸
命
に
や
っ
て
い
る
う
ち
に
、
自
分

も
予
測
し
な
か
っ
た
ほ
ど
心
眼
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
て
、
今
ま
で
ほ
と
ん

ど
意
識
せ
ず
に
や
っ
て
き
た
こ
と
が
す
で
に
古
人
の  

範    

疇  

は
ん
ち
ゅ
う

を
脱
し
て
、

一
境
地
を
ひ
ら
い
て
お
っ
た
と
い
う
よ
う
な
の
が
い
い
の
で
あ
り
ま
し
て
、

 

鈍  

根 

ど
ん
こ
ん

は
い
く
ら
や
る
つ
も
り
で
か
か
っ
て
何
も
で
き
な
い
で
終
る
の
で
あ

り
ま
す
。
そ
う
で
あ
り
ま
す
か
ら
決
し
て
初
め
か
ら
大
望
を
起
こ
さ
ず
に
、
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藤
吉
郎
時
代
に
は
必
ず
し
も 

太  

閤 

た
い
こ
う

様
に
な
る
気
で
は
な
か
っ
た
と
同
じ
よ

う
に
、
お
も
む
ろ
に
気
永
く
修
業
す
る
覚
悟
で
や
る
こ
と
が
大
切
だ
と
私
は

考
え
ま
す
。
早
く
一
機
軸
を
出
そ
う
な
ど
と
し
て
あ
せ
る
こ
と
や
、
強
い
て

人
目
に
立
つ
よ
う
な
新
し
い
試
み
を
し
よ
う
と
し
た
り
す
る
こ
と
が
、
決
し

て
本
当
の
新
境
地
を
ひ
ら
く
ゆ
え
ん
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
急
が
ず
騒
が
ず
大

道
を
歩
い
て
ゆ
く
心
が
け
が
肝
要
で
あ
り
ま
す
。

　
だ
と
申
し
て
ま
た
、
弛
緩
し
か
ん
し
た
心
で
い
て
、
俳
句
は
古
く
て
も
い
い
の
だ
、

ど
う
で
も
十
七
字
さ
え
並
べ
て
お
れ
ば
進
歩
し
な
く
て
も
い
い
の
だ
と
い
う

よ
う
な
暢
気
の
ん
き
過
ぎ
た
心
持
で
い
て
も
困
っ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う

心
持
で
い
て
は
古
人
の
や
ら
な
か
っ
た
境
地
に
足
を
踏
み
入
れ
る
ど
こ
ろ
か
、

と
て
も
句
に
興
味
を
見
出
す
こ
と
す
ら
で
き
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
た
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だ
前
条
に
私
の
申
し
た
こ
と
は
、
そ
う
い
う
弛
緩
し
た
心
持
で
い
よ
と
い
う

の
で
は
な
く
、
は
じ
め
か
ら
個
人
性
の
発
揮
さ
れ
た
も
の
で
な
け
り
ゃ
な
ら

ぬ
と
か
、 
斬  

新 
ざ
ん
し
ん

な
も
の
で
な
け
り
ゃ
な
ら
ぬ
と
か
、
そ
う
い
う
無
理
な
注

文
を
し
て
奇
怪
な
句
を
作
る
よ
う
な
こ
と
を
せ
ず
、
お
も
む
ろ
に
、
確
実
に
、

そ
の
人
相
応
の
力
を
こ
め
て
、
沈
着
な
心
持
で
、
急
が
ず
騒
が
ず
勉
強
す
る

こ
と
を
す
す
め
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
す
れ
ば
個
人
性
は
出
す
ま
い
と
し

て
も
自
然
に
出
ま
す
。
清
新
な
句
も
も
と
め
ず
と
も
で
き
ま
す
。
ゆ
め
ゆ
め

近
道
を
し
よ
う
と
し
て  

荊    
棘  

け
い
き
ょ
く

に
ひ
っ
か
か
る
こ
と
を
し
て
は
な
り
ま
せ

ん
。
私
が
卑
近
な
平
易
な
句
作
法
を
お
話
し
い
た
し
た
こ
と
は
、  

晦    

渋  

か
い
じ
ゅ
う

な
迂
遠
う
え
ん
な
俳
論
を
し
て
諸
君
を
一
夜
作
り
の
大
家
に
す
る
よ
り
も
、
諸
君
の

良
友
を
も
っ
て
自
ら
を
任
じ
て
お
る
ゆ
え
ん
だ
と
考
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。
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三 

河 

島 

村 
み
か
わ
し
ま
む
ら

に
は
三
河
島
菜
が
土
を
は
み
出
し
て
い
ま
す
。

　
　
木
枯
に
三
河
島
菜
の
葉
張
り
か
な
　
　
子
規

と
い
う
句
は
そ
の
光
景
を
写
生
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
菜
畑
の
間
の

迂
曲
し
た
道
を
歩
い
て
い
ま
す
と
、
茶
の
花
が
咲
い
て
い
る
広
い
庭
を
も
っ

た
百
姓
家
が
何
軒
か
あ
り
ま
す
。
そ
の
百
姓
家
の
前
を
通
り
抜
け
る
と
あ
ま

り
大
き
く
な
い
枯
木
の
森
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
森
に
は
い
っ
た
時
で
し
た
、

「
清
さ
ん
。
」

と
子
規
居こ
士じ
は
振
り
か
え
り
ま
し
た
。

「
何
ぞ
な
。
」
と
私
は
居
士
の
顔
を
見
つ
め
ま
し
た
。
今
ま
で
は
写
生
句
を
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作
る
こ
と
が
唯
一
の
目
的
で
、
二
人
は
手
帳
を
出
し
て
は
で
き
た
句
を
書
き

つ
け
書
き
つ
け
し
て
ほ
と
ん
ど
無
言
で
歩
い
て
お
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

『
鍋なべ
提
げ
て
』
と
い
う
上
五
字
が
あ
る
と
し
て
そ
の
下
に
十
二
字
を
く
っ
つ

け
て
ご
ら
ん
。
ど
う
で
も
い
い
か
ら
、
冬
の
季
で
も
春
の
季
で
も
か
ま
わ
ん
。

ま
あ
作
っ
て
ご
ら
ん
。

　
私
は
何
故
に
突
然
そ
う
い
う
こ
と
を
子
規
居
士
が
言
い
出
し
た
か
と
い
う

こ
と
に
疑
問
を
抱
き
な
が
ら
も
、
そ
の
す
す
め
に
従
っ
て
い
ろ
い
ろ
と
考
え

て
み
ま
し
た
。
『
鍋
提
げ
て
』
と
い
う
こ
と
は
随
分
格
段
な
場
合
で
あ
り
ま

す
。
鍋
な
が
ら
座
敷
に
御
馳
走
ち
そ
う
を
持
っ
て
ゆ
く
と
か
、
鍋
を
洗
い
に
裏
の
井

戸
端
に
行
く
と
か
い
う
場
面
を
考
え
て
み
ま
し
た
が
、
い
ろ
い
ろ
考
え
て
句

に
な
ら
ぬ
末
、
ふ
と
最
前
か
ら
目
に
つ
い
て
い
た
、
向
こ
う
の
田
に
田
螺
た
に
し
を

99



掘
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
、
二
、
三
人
の
女
が
泥
の
中
に
足
を
突
っ
込
ん
で

腰
を
か
が
め
て
い
る
、
そ
の
光
景
と
そ
の
事
情
と
が
何
だ
か
離
す
こ
と
の
で

き
な
い
一
つ
の
事
実
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
、

　
　
鍋
提
げ
て
田
螺
掘
る
な
り
町
外
れ

と
こ
う
い
う
句
を
作
っ
て
居
士
に
話
し
ま
す
と
、
何
故
そ
う
い
う
注
文
を
し

た
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
居
士
は
説
明
し
ま
し
た
。
居
士
は
手
帳
の
他
に

手
に
一
冊
の
古
俳
書
を
持
っ
て
お
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
た
し
か 

闌  

更 

ら
ん
こ
う

の
句

で
あ
っ
た
か
と
記
憶
し
ま
す
。
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鍋
提
げ
て
淀よど
の
小
僧
を
雪
の
人

　
居
士
は
こ
の
句
を
示
し
ま
し
て
、

「
そ
の
初
め
の
五
字
を
取
っ
た
『
鍋
提
げ
て
』
な
ん
か
ち
ょ
っ
と
思
い
も
よ

ら
ん
言
葉
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
け
れ
ど
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
句
に
な
る
と
こ

ろ
を
み
る
と
そ
う
不
自
然
に
も
思
わ
れ
ん
。
こ
の
句
は
お
お
か
た
写
生
句
だ

ろ
う
と
思
う
。
実
際
淀
の
小
橋
を
鍋
提
げ
て
通
り
つ
つ
あ
っ
た
の
を
見
て
作

っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
そ
の
初
五
字
の
『
鍋
提
げ
て
』
だ
け
を
抜

き
出
し
て
き
て
み
る
と
、
ち
ょ
っ
と
尋
常
で
な
い
言
葉
の
よ
う
に
思
え
る
。

お
前
の
句
に
し
た
と
こ
ろ
で
、
『
田
螺
掘
る
な
り
町
外
れ
』
だ
け
で
は
平
凡

だ
が
、
そ
の
前
に
『
鍋
提
げ
て
』
と
置
い
て
あ
る
た
め
ち
ょ
っ
と
変
わ
っ
た
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句
に
な
っ
て
お
る
」

　
こ
ん
な
こ
と
を
話
し
て
居
士
は
笑
い
ま
し
た
。
私
も
こ
の
こ
と
に
興
味
を

覚
え
て
、
そ
れ
か
ら
つ
づ
け
さ
ま
に
、
写
生
の
こ
と
は
そ
っ
ち
の
け
に
し
て
、

そ
の
日
は
こ
の
種
の
句
作
の
み
に
耽ふけ
り
ま
し
た
。
あ
る
い
は
上
五
字
と
下
五

字
と
を
聞
い
て
中
七
字
を
案
じ
た
り
、
上
十
二
字
を
聞
い
て
下
五
字
を
案
じ

た
り
、
下
十
二
字
を
聞
い
て
上
五
字
を
案
じ
た
り
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
多
く

の
場
合
け
っ
し
て
原
句
よ
り
も
い
い
句
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
そ
れ
で

も
と
て
も
普
通
の
句
作
で
は
思
い
も
つ
か
ぬ
意
外
な
言
葉
を
見
出
し
た
り
、

ま
た
意
外
な
辺
に
考
え
が
飛
ん
だ
り
し
て
、
句
作
の
修
練
の
上
に
は
得
る
と

こ
ろ
が
多
ご
ざ
い
ま
し
た
。
こ
と
に
古
人
の
、
句
を
作
る
上
に
決
し
て
一
言

半
句
を
も
い
や
し
く
も
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
も
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証
明
さ
れ
ま
し
た
。
も
し
古
人
の
措
辞
が
十
分
の 

推  

敲 

す
い
こ
う

を
経
て
い
な
い
も

の
で
あ
っ
た
ら
、
中
に
は
古
人
の
句
よ
り
も
い
い
句
が
で
き
る
場
合
も
あ
り

そ
う
な
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
絶
無
で
あ
っ
た
の
で
あ
り

ま
す
。
た
と
え
ば
、

　
　
大
名
を
と
め
て
○
○
○
の
月
夜
か
な

　
こ
の
欠
字
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
な
ん
で
も
い
い
か
ら
植
物
の
名
前
で

埋
め
て
み
よ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
私
は
い
ろ
い
ろ
の
植
物
を
も
っ
て

き
ま
し
た
が
、
居
士
は
、
ど
う
し
て
も
大
名
ら
し
い
と
い
う
点
か
ら
原
句
に

及
ば
ぬ
、
も
っ
と
考
え
て
み
よ
、
と
い
っ
て
承
知
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
う

し
て
私
の
言
っ
た
う
ち
で
は
比
較
的
「
牡
丹
ぼ
た
ん
」
「 

芭  

蕉 

ば
し
ょ
う

」
な
ど
が
そ
の
感

じ
に
近
い
と
こ
ろ
が
あ
る
と
言
い
ま
し
た
。
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大
名
を
と
め
て
牡
丹
の
月
夜
か
な

　
　
大
名
を
と
め
て
芭
蕉
の
月
夜
か
な

　
そ
れ
か
ら
も
う
一
歩
一
歩
と
大
名
に
ふ
さ
わ
し
い
植
物
を
尋
ね
て
行
き
ま

し
た
が
、
ど
う
し
て
も
考
え
が
つ
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
と
う
と
う
最
後
に
そ

れ
は
「
蘇
鉄
そ
て
つ
」
で
あ
る
と
聞
い
た
時
に
な
る
ほ
ど
蘇
鉄
で
な
け
り
ゃ
な
ら
ぬ
、

た
し
か
に
そ
れ
は
動
か
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
る
、
と
つ
く
づ
く
感
心
し
た
こ
と
で

あ
り
ま
し
た
。

　
　
大
名
を
と
め
て
蘇
鉄
の
月
夜
か
な
　
　 
田  
福 
で
ん
ぷ
く
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蘇
鉄
は
厳
と
し
て  

磐    

石  

ば
ん
じ
ゃ
く

の
如
く
動
き
ま
せ
ん
。

　
私
は
今
回
は
以
上
の
べ
た
よ
う
な
句
作
法
に
よ
っ
て
、
句
作
法
と
い
う
よ

り
は
こ
う
い
う
研
究
法
を
積
ん
で
、
古
句
の
意
味
、
あ
る
い
は
そ
の
作
句
上

の
苦
心
の
あ
と
を
十
分
に
さ
ぐ
り
、
そ
れ
を
自
分
の
句
作
に
応
用
す
る
こ
と

を
お
す
す
め
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
そ
れ
が
、
前
の
『
鍋
提
げ
て
』
の

句
の
如
く
、
上
五
字
を
借
用
す
る
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
よ
う
な
場
合
に
あ
っ

て
は
、
　
　
全
然
そ
の
意
味
を
脱
化
さ
え
す
れ
ば
　
　
そ
の
句
は
自
己
の
句

と
し
て
記
録
に
残
し
て
お
い
て
も
さ
し
つ
か
え
な
い
と
考
え
る
の
で
あ
り
ま

す
。
こ
れ
は
ち
ょ
う
ど
我
等
が
初
め
て
漢
詩
を
作
る
時
分
に
詩
語
粋
金

し
ご
す
い
き
ん
と
い

う
よ
う
な
本
を
み
た
り
、
和
歌
を
作
る
時
分
に
「
麓
ふ
も
との
塵
」
と
い
う
よ
う
な
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本
を
見
た
り
し
て
、
文
字
を
拾
っ
て
く
る
の
と
類
似
し
た
や
り
口
と
も
い
え

ま
す
が
、
た
だ
死
語
を
並
べ
て
表
面
だ
け
そ
の
形
に
な
れ
ば
た
く
さ
ん
だ
と

い
う
堕
落
時
代
の
漢
詩
や
和
歌
の
真
似
を
し
ろ
と
い
う
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
う
い
う
ふ
う
に
考
え
て
は
大
変
な
間
違
い
に
な
り
ま
す
。
思
想
、
内
容
は

も
ち
ろ
ん
そ
の
人
特
有
の
も
の
で
な
け
り
ゃ
な
り
ま
せ
ん
。
た
だ
そ
の
借
用

し
来
る
と
こ
ろ
の
五
字
が
、
そ
の
作
者
の
思
想
を
暗
や
み
か
ら
明
る
み
に
引

出
し
て
く
る
動
機
に
な
れ
ば
い
い
の
で
あ
り
ま
す
。
い
ま
少
し
詳
し
く
い
え

ば
、
そ
こ
に
外
物
の
刺
激
を
受
け
な
い
限
り
は
、
重
く
下
に
沈
ん
で
い
て
、

ほ
と
ん
ど
死
ん
で
し
ま
っ
て
い
て
、
無
に
等
し
い
と
こ
ろ
の
思
想
が
、
そ
の

借
用
し
た
五
字
の
刺
激
に
よ
っ
て
、
そ
ろ
そ
ろ
と
微
動
を
試
み
始
め
、
つ
い

に
は 

溌  

剌 

は
つ
ら
つ

と
し
て
生
動
し
来
る
の
で
あ
り
ま
す
。
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私
は
こ
こ
に
左
の
問
題
を
出
し
て
お
き
ま
す
か
ら
、
志
の
あ
る
人
は
こ
れ

に
応
じ
て
め
い
め
い
の
作
を
寄
せ
て
ご
ら
ん
に
な
っ
た
ら
よ
か
ろ
う
と
思
い

ま
す
。

　
　
大
蟻
の
○
○
○
○
○
○
○
暑
さ
か
な

　
右
の
句
の
中
七
字
を
埋
め
る
こ
と
。
た
と
え
原
句
を
知
り
お
る
人
も
原
句

と
違
う
文
字
を
埋
め
て
み
る
べ
し
。

　
　
蟻
の
道
○
○
○
○
○
よ
り
続
き
け
り
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右
の
句
の
欠
字
を
埋
め
る
こ
と
。
注
意
前
句
と
同
様
。

　
　
生
き
て
世
に
…
…
…
…
…
…
…

　
右
上
五
字
と
し
て
、
そ
の
他
は
自
由
に
句
作
す
べ
し
。
注
意
前
句
と
同
様
。
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六
　
埋
字
（
二
）

　
　
大
蟻
の
○
○
○
○
○
○
○
暑
さ
か
な

　
こ
の
句
の
中
七
字
を
埋
め
る
こ
と
に
つ
い
て
六
十
余
通
の
答
案
を
得
ま
し

た
か
ら
、
そ
れ
に
つ
い
て
い
さ
さ
か
お
話
し
い
た
し
て
み
よ
う
と
思
い
ま
す
。

　
ま
ず
一
番
に
多
い
の
は
「
登
る
」
と
か
「
這は
ふ
」
と
か
い
う
よ
う
な
蟻
の

単
純
な
運
動
を
表
し
た
句
で
、

　
　
大
蟻
の
石
垣
の
ぼ
る
暑
さ
か
な
　
　
天
涯
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ゝ
ゝ
ゝ
張
り
板
登
る
ゝ
ゝ
ゝ
ゝ
　
　
白
峰

　
　
ゝ
ゝ
ゝ
銀
杏
に
登
る
ゝ
ゝ
ゝ
ゝ
　
　
紫
牛

　
　
ゝ
ゝ
ゝ
枯
木
に
登
る
ゝ
ゝ
ゝ
ゝ
　
　
楽
山

　
　
ゝ
ゝ
ゝ
庭
木
に
登
る
ゝ
ゝ
ゝ
ゝ
　
　
寒
江

　
　
ゝ
ゝ
ゝ
脛すね
這
ひ
登
る
ゝ
ゝ
ゝ
ゝ
　
　
千
岳

　
　
ゝ
ゝ
ゝ 

白  

塔 

は
く
と
う

よ
づ
る
ゝ
ゝ
ゝ
ゝ
　
　
芙
峰

　
　
ゝ
ゝ
ゝ
穴
に
這
ひ
行
く
ゝ
ゝ
ゝ
ゝ
　
　
痴
朗

　
　
ゝ
ゝ
ゝ
石
垣
を
這
ふ
ゝ
ゝ
ゝ
ゝ
　
　
そ
の
女

　
　
ゝ
ゝ
ゝ
甍
い
ら
か這
ひ
居
る
ゝ
ゝ
ゝ
ゝ
　
佛
座
草

　
　
ゝ
ゝ
ゝ
廃
寺
歩
む
ゝ
ゝ
ゝ
ゝ
　
　
重
太
郎

　
　
ゝ
ゝ
ゝ
飛
石
歩
む
ゝ
ゝ
ゝ
ゝ
　
　
巨
雨
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ゝ
ゝ
ゝ
壁
這
ひ
ま
は
る
ゝ
ゝ
ゝ
ゝ
　
　
菫
雨

　
　
ゝ
ゝ
ゝ
河
原
を
渡
る
ゝ
ゝ
ゝ
ゝ
　
　
半
閑

　
　
ゝ
ゝ
ゝ
砂
山
た
ど
る
ゝ
ゝ
ゝ
ゝ
　
　
呑
天

　
　
ゝ
ゝ
ゝ
岩
陰
伝
ふ
ゝ
ゝ
ゝ
ゝ
　
　
露
新

　
　
ゝ
ゝ
ゝ
庭
を
う
ろ
つ
く
ゝ
ゝ
ゝ
ゝ
　
　
正
光

　
　
ゝ
ゝ
ゝ
垣
根
往ゆ
き
来
す
ゝ
ゝ
ゝ
ゝ
　
　
呂
柏

　
　
ゝ
ゝ
ゝ
塔
を
上
下
す
ゝ
ゝ
ゝ
ゝ
　
　
弓
山

　
　
ゝ
ゝ
ゝ
二
階
を
襲
ふ
ゝ
ゝ
ゝ
ゝ
　
　
利
吉

　
　
ゝ
ゝ
ゝ
集
ま
り
て
ゐ
る
ゝ
ゝ
ゝ
ゝ
　
　
蛤
涯
生

　
　
ゝ
ゝ
ゝ
行
列
つ
く
る
ゝ
ゝ
ゝ
ゝ
　
　
松
月
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の
類
た
ぐ
いで
あ
り
ま
す
。
原
句
も
や
は
り
こ
の
種
類
に
属
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま

す
が
、
い
さ
さ
か
異
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
あ
と
で
の

べ
ま
す
。

　
次
に
多
い
の
は
蟻
の
食
物
を
引
く
こ
と
、
巣
を
作
る
こ
と
、
戦
う
こ
と
な

ど
を
叙
し
た
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、

　
　
大
蟻
の
餌
を
運
び
行
く
暑
さ
か
な
　
　
昌
東

　
　
ゝ
ゝ
ゝ
蜻
蛉
と
ん
ぼ
引
き
行
く
ゝ
ゝ
ゝ
ゝ
　
　
青
楓

　
　
ゝ
ゝ
ゝ
蚯
蚓
み
み
ず
引
き
行
く
ゝ
ゝ
ゝ
ゝ
　
　
佳
村

　
　
ゝ
ゝ
ゝ
毛
虫
引
き
行
く
ゝ
ゝ
ゝ
ゝ
　
　
迂
作

　
　
ゝ
ゝ
ゝ 

死  

蝉 

し
に
せ
み

を
引
く
ゝ
ゝ
ゝ
ゝ
　
　
梅
堂
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ゝ
ゝ
ゝ
地
虫
曳
き
去
る
ゝ
ゝ
ゝ
ゝ
　
　
百
合
王

　
　
ゝ
ゝ
ゝ 

傷  

蝉 

き
ず
ぜ
み

あ
さ
る
ゝ
ゝ
ゝ
ゝ
　
　
政
女

　
　
ゝ
ゝ
ゝ
菓
子
引
く
様
の
ゝ
ゝ
ゝ
ゝ
　
　
清

　
　
ゝ
ゝ
ゝ
虫
引
く
路ろ
次じ
の
ゝ
ゝ
ゝ
ゝ
　
　
尖
子

　
　
ゝ
ゝ
ゝ
木
の
芽
喰
ひ
居
る
ゝ
ゝ
ゝ
ゝ
　
　
一
太
郎

　
　
ゝ
ゝ
ゝ
蚯
蚓
に
た
か
る
ゝ
ゝ
ゝ
ゝ
　
　
江
東
生

　
　
ゝ
ゝ
ゝ
大
餌
お
お
え
に
群むれ
る
ゝ
ゝ
ゝ
ゝ
　
　
伴
月

　
　
ゝ
ゝ
ゝ
瓜
に
群
む
ら
がる
ゝ
ゝ
ゝ
ゝ
　
　
啓
生

　
　
ゝ
ゝ
ゝ
粒
さ
し
上
げ
て
ゝ
ゝ
ゝ
ゝ
　
　
香
雨
生

　
　
ゝ
ゝ
ゝ
群
れ
て
働
く
ゝ
ゝ
ゝ
ゝ
　
　
十
芽
生

　
　
ゝ
ゝ
ゝ
友
呼
び
に
行
く
ゝ
ゝ
ゝ
ゝ
　
　
鬼
門
堂
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ゝ
ゝ
ゝ 

土  

塊 

つ
ち
く
れ

運
ぶ
ゝ
ゝ
ゝ
ゝ
　
　
行
々
子

　
　
ゝ
ゝ
ゝ
群
れ
て
戦
ふ
ゝ
ゝ
ゝ
ゝ
　
　
鋸
山

　
　
ゝ
ゝ
ゝ
戦
た
た
か
い二
合
の
ゝ
ゝ
ゝ
ゝ
　
　
牧
人

　
　
ゝ
ゝ
ゝ
斥
候
忙
し
ゝ
ゝ
ゝ
ゝ
　
　
蘆
子

　
　
ゝ
ゝ
ゝ
骸から
運
ば
ざ
る
ゝ
ゝ
ゝ
ゝ
　
　
享
夫

の
類
で
あ
り
ま
す
。
次
に
多
い
の
は
「
暑
さ
」
と
い
う
字
に
特
に
重
き
を
お

い
た
句
で
あ
り
ま
す
。
い
ま
ま
で
の
句
で
も
暑
さ
を
閑
却
し
て
い
る
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
蟻
の
行
動
や
勤
労
の
有
様
を
そ
の
ま
ま
に
叙
し
て
、

た
だ
そ
れ
が
暑
い
日
向
ひ
な
た
の
光
景
で
あ
る
た
め
に
「
暑
さ
か
な
」
と
言
っ
た
の

に
過
ぎ
な
い
と
い
う
程
度
の
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
次
に
の
べ
る
と
こ
ろ
の
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も
の
は
暑
い
た
め
に
蟻
が
こ
う
し
た
と
い
う
よ
う
な
、
暑
さ
に
重
き
を
お
い

た
着
想
に
な
っ
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、

　
　
大
蟻
の
草
に
か
く
れ
し
暑
さ
か
な
　
　
秋
光

　
　
ゝ
ゝ
ゝ
道
も
絶
え
た
る
ゝ
ゝ
ゝ
ゝ
　
　
陽
洲

　
　
ゝ
ゝ
ゝ
地
べ
た
急
げ
る
ゝ
ゝ
ゝ
ゝ
　
　
一
水

　
　
ゝ
ゝ
ゝ
草
鞋
わ
ら
じ
に
眠
る
ゝ
ゝ
ゝ
ゝ
　
　
吟
波

　
　
ゝ
ゝ
ゝ
野
路
に
遅
々
た
る
ゝ
ゝ
ゝ
ゝ
　
　
敝
逸

　
　
ゝ
ゝ
ゝ
黒
く
痩
せ
た
る
ゝ
ゝ
ゝ
ゝ
　
　
柳
渓

　
　
ゝ
ゝ
ゝ
石
に
噛
み
つ
く
ゝ
ゝ
ゝ
ゝ
　
　
思
桂

　
　
ゝ
ゝ
ゝ
糧
道
遠
き
ゝ
ゝ
ゝ
ゝ
　
　
松
渓
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ゝ
ゝ
ゝ
土
手
に
思
案
の
ゝ
ゝ
ゝ
ゝ
　
　
夢
憧

　
　
ゝ
ゝ
ゝ
日
陰
を
た
ど
る
ゝ
ゝ
ゝ
ゝ
　
　
南
湖

　
　
ゝ
ゝ
ゝ
木
陰
に
は
ひ
る
ゝ
ゝ
ゝ
ゝ
　
　
壽
満
子

　
　
ゝ
ゝ
ゝ
梧
桐
を
め
ざ
す
ゝ
ゝ
ゝ
ゝ
　
　
楓
紅
女

　
　
ゝ
ゝ
ゝ
穴
に
か
け
込
む
ゝ
ゝ
ゝ
ゝ
　
　
藤
尾

の
類
で
あ
り
ま
し
て
、
蟻
そ
の
も
の
の
感
じ
と
い
う
よ
り
も
人
間
が
蟻
に
な

り
代
わ
っ
た
感
じ
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
た
い
が
い
の
も
の
は
以
上
三
類
中
に
は
い
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
こ
こ

に
は
そ
の
三
類
中
に
入
れ
る
こ
と
の
で
き
ぬ
も
の
を
少
し
残
し
ま
し
た
。
そ

れ
は
、
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大
蟻
の
呪
文
雲
呼
ぶ
暑
さ
か
な
　
　
時
綱

　
　
ゝ
ゝ
ゝ
つ
く
脂やに
に
松
の
暑
さ
か
な
　
　
神
櫻

　
　
ゝ
ゝ
ゝ
泉
に
も
が
く
暑
さ
か
な
　
　
喜
笛

の
三
句
で
あ
り
ま
す
。

「
呪
文
雲
呼
ぶ
」
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
を
言
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
修

行
者
な
ど
が
呪
文
を
唱
え
て 
雨  
乞 
あ
ま
ご
い

を
し
て
い
る
そ
ば
を
大
蟻
が
這は
っ
て
い

る
も
の
と
し
て
は
句
法
が
そ
れ
ら
し
く
あ
り
ま
せ
ん
し
、
ま
た
句
法
に
従
っ

て
大
蟻
が
呪
文
を
唱
え
て
雲
を
呼
ぶ
も
の
と
し
て
は
少
し
突
飛
す
ぎ
る
の
で
、

こ
の
句
の
意
味
は
私
に
は
判
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
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「
つ
く
脂
に
松
の
」
と
い
う
句
は
、
「
大
蟻
の
」
と
い
う
上
五
字
と
「
暑
さ

か
な
」
と
い
う
下
五
字
と
を
直
接
の
意
味
に
結
び
つ
け
な
か
っ
た
点
に
技
巧

を
認
め
ま
す
。
す
な
わ
ち
今
ま
で
の
句
は
お
お
か
た
、
大
蟻
が
ど
う
か
し
て

暑
さ
か
な
、
と
い
う
ふ
う
に
「
大
蟻
」
を
主
格
と
し
て
取
り
扱
っ
た
の
で
す

が
、
こ
の
句
は
「
松
」
を
主
格
と
し
て
、
大
蟻
が
そ
の
脂
に
つ
く
と
こ
ろ
の

松
の
暑
さ
か
な
、
と
い
う
ふ
う
に
叙
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
上
五
字
下
五
字

等
の
制
限
な
く
自
由
に
一
句
を
作
る
と
い
う
場
合
に
は
、
こ
う
い
う
句
法
も

あ
え
て
珍
し
い
と
い
う
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
上
五
字
下
五
字
を
制
限
さ

れ
、
た
だ
中
七
字
を
埋
め
る
場
合
に
か
か
る
句
法
を
試
み
た
と
い
う
こ
と
は
、

働
き
の
点
に
価
値
を
認
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

「
泉
に
も
が
く
」
は
、
蟻
が
泉
の
中
に
落
ち
て
も
が
い
て
い
る
と
い
う
の
に

118俳句の作りよう



過
ぎ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
場
合
の
「
暑
さ
か
な
」
は
今
ま
で
挙
げ

た
句
の
「
暑
さ
か
な
」
と
は
少
し
心
持
の
違
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
今

ま
で
の
は
正
面
か
ら
文
字
の
意
味
ど
お
り
に
、
む
し
ろ
拘
泥
し
過
ぎ
て
取
扱

っ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
句
は
必
ず
し
も
文
字
の
意
味
に
拘
泥
せ
ず
に
、
や
や

 

無 

頓 

着 

む
と
ん
じ
ゃ
く
に
取
扱
っ
て
い
る
傾
き
が
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
泉
に
蟻
の
落
ち

て
も
が
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
水
の 

清  

冽 

せ
い
れ
つ

、
樹
陰
の
近
さ
等
を
連
想
せ

し
め
て
、
む
し
ろ
涼
し
さ
に
属
す
る
光
景
な
の
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
句
は

そ
れ
に
頓
着
な
く
「
暑
さ
か
な
」
と
し
て
い
ま
す
。
そ
う
し
て
い
っ
た
ん

「
暑
さ
か
な
」
と
さ
れ
て
み
る
と
な
る
ほ
ど
「
暑
さ
か
な
」
で
も
さ
し
つ
か

え
な
い
、
暑
い
日
の
照
り
つ
け
て
い
る
辺
り
に
人
が
立
っ
て
水
上
に
蟻
が
落

ち
て
も
が
い
て
い
る
の
を
見
て
い
る
、
そ
う
い
う
場
合
な
ら
ば
よ
い
、
一
方
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に
清
冽
の
泉
を
認
め
て
も
、
他
方
に
や
は
り
暑
さ
の
感
じ
が
あ
る
以
上
、
下

五
に
「
暑
さ
か
な
」
と
お
く
こ
と
に
不
都
合
は
な
い
、
と
そ
う
い
う
ふ
う
に

感
じ
て
く
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
季
題
の
取
扱
上
に
こ
う
い
う
こ
と
は
必
要

な
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　
さ
て
こ
こ
に
私
は
、
な
お
左
記
の
数
句
を
取
り
残
し
ま
し
た
。

　
　
大
蟻
の
座
敷
に
上
る
暑
さ
か
な
　
　
正
雄

　
　
ゝ
ゝ
ゝ
座
敷
に
上
る
ゝ
ゝ
ゝ
ゝ
　
　
無
楽

　
　
ゝ
ゝ
ゝ
座
敷
に
上
る
ゝ
ゝ
ゝ
ゝ
　
　
今
更

　
　
ゝ
ゝ
ゝ
畳
に
登
る
ゝ
ゝ
ゝ
ゝ
　
　
機
明
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今
ま
で
の
句
に
似
寄
っ
た
の
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
が
同
一
の
も
の
が
こ

の
「
座
敷
に
上
る
」
に
至
っ
て
初
め
て
現
れ
ま
し
た
。
さ
て
こ
れ
ら
の
句
は

一
番
初
め
に
あ
げ
た
「
登
る
」
と
か
「
這
ふ
」
と
か
い
う
句
と
同
一
分
類
に

属
す
べ
き
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
も
ち
ろ
ん
そ
の
中
に
混
ず
べ
き
で
あ
り
ま

し
た
が
、
そ
れ
を
特
に
取
り
残
し
た
と
い
う
の
は
ほ
か
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

た
だ
原
句
に
も
っ
と
も
近
い
が
た
め
な
の
で
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
原
句
は
、

　
　
大
蟻
の
畳
を
あ
り
く
暑
さ
か
な
　
　
士
朗

と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
「
何
だ
そ
ん
な
句
か
」
と
読
者
は
定
め
て
ご
失
望

で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
す
な
わ
ち
読
者
の
お
考
え
と
大
し
た
相
違
が
な
い
と
い
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う
こ
と
は
原
作
者
に
と
っ
て
あ
ま
り
名
誉
な
こ
と
と
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
が
、

し
か
し
そ
れ
で
も
な
お
こ
の
句
の
う
ち
に
特
に
認
め
ね
ば
な
ら
ぬ
点
が
あ
り

ま
す
か
ら
、
そ
れ
を
の
べ
て
い
さ
さ
か
原
作
者
の
面
目
を
保
た
し
め
よ
う
と

思
い
ま
す
。

「
畳
」
と
い
う
字
も
「
歩
」
と
い
う
字
も
と
も
に
諸
君
の
答
案
の
う
ち
に
あ

り
ま
し
た
。
そ
の
二
字
と
も
別
に
珍
し
い
字
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し

か
し
、

　
　
大
蟻
の
飛
石
歩
む
暑
さ
か
な

に
く
ら
べ
て
原
句
は
ど
う
い
う
点
に
特
色
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
飛
石
の
上
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を
蟻
が
歩
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
蟻
と
し
て
は
当
然
歩
む
べ
き
と
こ
ろ
を

歩
い
て
い
る
の
で
、
そ
れ
が
大
蟻
で
あ
っ
た
に
し
て
も
格
別
驚
く
に
足
り
ま

せ
ん
が
、
畳
の
上
を
歩
い
て
い
る
と
い
う
に
至
っ
て
　
　
そ
の
歩
く
べ
か
ら

ざ
る
と
こ
ろ
を
歩
い
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
　
　
初
め
て
強
い
印
象
を

受
け
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
と
に
そ
れ
が
普
通
の
蟻
で
あ
っ
た
な
ら
ば
そ
れ

ほ
ど
に
驚
か
れ
る
わ
け
で
も
な
い
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
が
大
蟻
で
あ
る

と
こ
ろ
か
ら
い
か
に
も
印
象
が
強
い
、
そ
こ
が
看
過
す
る
こ
と
の
で
き
な
い

点
で
あ
り
ま
す
。
次
に
ま
た
、

　
　
大
蟻
の
畳
に
登
る
暑
さ
か
な
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に
く
ら
べ
て
ど
う
か
と
い
う
と
、
事
実
は
同
じ
こ
と
で
あ
り
な
が
ら
、
「
畳

に
登
る
」
と
い
う
方
は
た
だ
畳
に
上
っ
た
と
い
う
こ
と
を
概
括
的
に
叙
し
た

の
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
が
、
原
句
の
方
は
一
匹
の
大
蟻
が
が
さ
が
さ

と
畳
の
上
を
歩
い
て
い
る
と
こ
ろ
が
は
っ
き
り
と
目
の
前
に
見
え
る
よ
う
に

描
か
れ
て
あ
り
ま
す
。
し
か
も
「
這
へ
る
」
と
い
わ
ず
に
「
あ
り
く
」
と
言

っ
た
と
こ
ろ
に
、
畳
の
上
を
人
間
が
歩
く
よ
う
に
大
蟻
が
歩
い
て
い
る
と
い

う
　
　
い
か
に
も
蟻
が
大
き
く
感
じ
ら
れ
る
　
　
心
持
が
適
切
に
出
て
お
り

ま
す
。

　
こ
う
解
釈
し
て
く
る
と
き
わ
め
て
類
似
し
た
よ
う
な
句
で
あ
り
な
が
ら
や

は
り
原
句
に
は
原
句
相
当
の
価
値
が
あ
る
も
の
と
申
さ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

ま
た
仮
に
も
今
日
に
伝
わ
っ
て
い
る
古
人
の
句
に
は
そ
れ
だ
け
の
緊
密
な
用
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意
の
あ
る
こ
と
も
こ
れ
に
よ
っ
て
だ
い
た
い
う
か
が
わ
れ
る
こ
と
と
思
い
ま

す
。

　
し
か
し
そ
う
申
し
た
と
こ
ろ
で
何
も
古
人
ば
か
り
を
尊
重
す
る
わ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
以
上
列
挙
し
た
諸
君
の
句
の
う
ち
に
も
か
な
り
の
好
句
は
な

い
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
、

　
　
大
蟻
の
張
板
の
ぼ
る
暑
さ
か
な
　
　
白
峰

は
、
張
板
を
下
か
ら
が
さ
が
さ
と
瞬
く
間
に
大
蟻
の
這
い
上
る
光
景
を
見
つ

け
た
と
こ
ろ
い
さ
さ
か
他
よ
り
一
頭
地
を
抜
い
て
い
る
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
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大
蟻
の
甍
い
ら
か這
ひ
居
る
暑
さ
か
な
　
　
佛
座
草

も
、
二
階
か
ら
下
の
屋
根
を
見
た
よ
う
な
場
合
で
、
屋
根
に
大
蟻
を
見
つ
け

た
と
こ
ろ
に
手
柄
が
あ
り
ま
す
。

　
　
大
蟻
の
二
階
を
襲
ふ
暑
さ
か
な
　
　
利
吉

も
前
句
と
と
も
に
原
句
以
上
の
高
所
を
見
つ
け
た
も
の
で
、
し
か
も
、
ま
さ

か
こ
こ
ま
で
は
あ
の
大
蟻
も
来
ま
い
と
思
っ
て
い
た
の
に
上
っ
て
来
た
、
と

い
う
よ
う
な
そ
の
蟻
に
恐
れ
を
な
し
た
点
に
手
柄
が
あ
り
ま
す
。
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大
蟻
の
粒
さ
し
上
げ
て
暑
さ
か
な
　
　
香
雨
生

「
粒
さ
し
上
げ
て
」
と
い
う
の
は
「
粒
」
だ
け
で
は
言
葉
が
不
完
全
で
あ
り

ま
す
が
、
観
察
が
や
や
細
に
入
り
た
る
と
こ
ろ
を
取
り
柄
と
し
ま
す
。
そ
の

他
「
つ
く
脂
に
松
の
」
「
泉
に
も
が
く
」
二
句
の
、
句
と
し
て
は
好
句
と
い

う
の
で
な
い
が
部
分
的
に
認
め
る
べ
き
点
の
あ
る
こ
と
は
前
に
の
べ
た
通
り

で
あ
り
ま
す
。

　
次
に
、

　
　
蟻
の
道
○
○
○
○
○
○
○
続
き
け
り

と
い
う
中
七
字
を
埋
め
る
こ
と
に
つ
き
諸
君
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
答
案
は
た
く
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さ
ん
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
全
答
案
の
十
分
の
九
ま
で
は
、

　
　
蟻
の
道
縁
の
下
よ
り
続
き
け
り
　
　
林
一
太
郎

　
　
蟻
の
道
垣
の
隙
よ
り
続
き
け
り
　
　
仁
東
生

の
類
で
そ
の
蟻
の
道
の
始
ま
っ
て
い
る
場
所
を
指
定
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

た
だ
そ
の
中
で
も
右
の
「
縁
の
下
」
「
垣
の
隙
」
と
い
う
よ
う
な
穏
当
な
も

の
と
、

　
　
蟻
の
道
隣
り
村
よ
り
続
き
け
り
　
　
百
谷
王

　
　
蟻
の
道
地
蔵
の
腹
よ
り
続
き
け
り
　
　
行
々
子
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と
い
う
よ
う
な
や
や
奇
抜
な
も
の
と
の
区
別
は
あ
り
ま
す
が
、
右
の
蟻
の
道

の
始
ま
っ
て
い
る
場
所
を
指
定
し
た
こ
と
に
は
変
わ
り
は
な
い
の
で
あ
り
ま

す
。
こ
の
や
や
奇
抜
な
と
い
う
方
は
後
に
な
っ
て
別
に
述
べ
る
こ
と
に
い
た

し
ま
す
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
原
作
者
の
句
が
や
は
り
同
じ
傾
向
を
持
っ
た

も
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
。

　
そ
の
残
る
と
こ
ろ
の
十
分
の
一
の
う
ち
に
は
、
始
ま
っ
て
い
る
場
所
と
終

わ
っ
て
い
る
場
所
と
の
両
方
を
指
定
し
た
も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
わ
ず

か
に
左
の
二
句
で
あ
り
ま
す
。

　
　
蟻
の
道
塔
よ
り
墓
地
に
続
き
け
り
　
　
楽
山
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蟻
の
道
本
堂
ま
で
厨
く
り
やよ
り
続
き
け
り
　
　
そ
の
女

「
五
重
の
塔
よ
り
」
と
か
「
塔
の
下
よ
り
」
と
か
い
う
の
は
沢
山
あ
り
ま
し

た
が
、
「
塔
よ
り
墓
地
に
」
と
い
う
の
は
こ
の
一
句
ば
か
り
で
あ
り
ま
し
た
。

蟻
の
道
と
い
う
と
「
お
や
こ
こ
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
の
だ
」
と
そ
の
始
発
点

を
見
出
み
い
だ
し
て
興
が
る
の
が
普
通
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
の
み
な
ら
ず
こ
の
句

全
体
の
調
子
か
ら
し
て
も
、
ま
た
わ
ず
か
に
七
字
を
埋
め
る
に
過
ぎ
な
い
と

い
う
と
こ
ろ
か
ら
し
て
も
、
誰
も
終
わ
っ
て
い
る
場
所
ま
で
は
見
届
け
よ
う

と
し
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
ひ
と
り
こ
の
二
作
者
は
始
終
両
場

所
を
指
定
せ
ね
ば
満
足
し
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
多
少
の
興
味
が
あ
り
ま
す
。

こ
と
に
そ
の
女
の
句
の
方
は
終
点
を
先
に
言
っ
て
始
点
を
後
に
言
っ
て
い
る
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と
こ
ろ
に
お
か
し
み
が
あ
り
ま
す
。
と
は
い
え
、
そ
れ
が
必
ず
し
も
句
と
し

て
勝すぐ
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
後
に
い
う
つ
も
り
で
す
が
、

蟻
の
道
の
長
い
と
い
う
こ
と
を
表
す
の
を
目
的
と
す
る
場
合
に
は
む
し
ろ
、

両
者
を
描
か
ず
に
、
単
に
始
点
の
み
を
描
い
て
お
い
て
、
終
点
は
明
示
し
な

い
方
が
そ
の
目
的
に
そ
う
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
こ
に
は
た
だ
答
案
中
に

類
例
の
少
な
い
始
終
両
点
を
指
定
し
て
い
る
と
い
う
点
に
の
み
興
味
を
も
っ

て
特
に
挙
示
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
そ
の
残
余
の
十
分
の
一
の
う
ち
に
は
こ
う
い
う
の
が
あ
り
ま
す
、
そ
れ
は

や
は
り
開
始
点
の
み
を
描
い
て
い
る
こ
と
は
多
く
の
答
案
と
同
一
な
の
で
あ

り
ま
す
が
、
た
だ
そ
れ
が
場
所
の
指
示
と
い
う
こ
と
の
上
に
そ
の
蟻
の
道
の

続
い
て
い
る
所
以
ゆ
え
ん
を
も
考
え
ね
ば
不
満
足
で
あ
っ
た
点
に
興
味
が
あ
る
の
で
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あ
り
ま
す
。
そ
の
一
、
二
を
挙
げ
ま
す
と
、

　
　
蟻
の
道
な
し
の
種
よ
り
続
き
け
り
　
小
濱
清

　
　
蟻
の
道
西
瓜
皮
か
ら
続
き
け
り
　
　
弓
山

　
　
蟻
の
道
蝉
の
殻
よ
り
続
き
け
り
　
　
痴
朗

　
　
蟻
の
道
蛾
の
骸
む
く
ろよ
り
続
き
け
り
　
　
吟
波

の
類
た
ぐ
いで
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
そ
の
始
ま
っ
て
い
る
場
所
を
指
定
し
て
い
る

上
に
、
そ
れ
は
そ
の
も
の
を
曳ひ
く
た
め
の
道
だ
と
い
う
こ
と
を
説
明
し
て
い

る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
さ
て
前
に
も
申
し
ま
し
た
通
り
、
原
句
は
ど
う
か
と
申
し
ま
す
と
、
や
は
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り
ご
多
分
に
洩も
れ
ず
単
に
そ
の
始
ま
っ
て
い
る
場
所
を
指
示
し
た
分
類
に
属

す
べ
き
も
の
な
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
が
や
や
群
俗
を
抜
い
て 

奇  

峭 

き
し
ょ
う

で

あ
る
点
に
特
色
が
あ
り
ま
す
。

　
私
は
先
に
や
や
奇
抜
な
も
の
と
し
て
「
隣
り
村
よ
り
」
と
「
地
蔵
の
腹
よ

り
」
と
を
挙
げ
ま
し
た
。
「
地
蔵
の
腹
」
の
方
は
単
に
奇
な
こ
と
を
言
っ
た

と
い
う
の
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
が
、
「
隣
り
村
」
の
方
は
距
離
の
遠

方
と
い
う
こ
と
に
着
眼
し
た
点
を
閑
却
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
蟻
の
道

と
い
う
と
、
普
通
に
長
く
続
い
て
い
る
こ
と
を
想
像
し
ま
す
。
こ
と
に
「
蟻

の
道
○
○
○
○
○
○
○
続
き
け
り
」
と
あ
る
と
、
ど
う
し
て
も
こ
の
蟻
の
道

は
短
い
も
の
と
は
想
像
さ
れ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
距
離
を
い
う
こ

と
に
着
眼
し
て
く
る
と
た
だ
に
「
塀
の
下
」
「
縁
の
下
」
で
は
不
満
足
に
な
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っ
て
き
て
、
「
塔
の
下
よ
り
」
と
か
、
「
鳥
居
の
屋
根
よ
り
」
と
か
い
う
ふ

う
に
高
い
所
を
見
つ
け
た
り
、
「 

要  

塞 

よ
う
さ
い

門
よ
り
」
と
か
、
「
前
の
家
よ
り
」

と
か
、
「
城
の
址あと
よ
り
」
と
か
、
「 

阿 

房 

宮 

あ
ぼ
う
き
ゅ
う
よ
り
」
と
か
、
「
隣
り
村
よ

り
」
と
か
、
「
吉
田
口
よ
り
」
と
か
い
う
ふ
う
に
だ
ん
だ
ん
遠
方
か
ら
始
ま

っ
て
い
る
こ
と
を
言
お
う
と
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
心
持
を
も
っ
と
も

正
直
に
抽
象
的
に
言
っ
た
の
に
、

　
　
蟻
の
道
先
の
先
よ
り
続
き
け
り
　
　
鬼
門
堂

と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
開
始
点
を
限
定
し
な
い
で
、
ど
こ
ま
で
尋

ね
て
い
っ
て
み
て
も
際
限
も
な
く
先
の
先
が
あ
る
の
を
言
っ
た
の
で
あ
り
ま
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し
て
、
そ
の
点
に
は
た
し
か
に
一
特
色
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
う
い
う
ふ
う
に

抽
象
的
に
い
う
こ
と
は
い
く
ら
そ
れ
が
適
切
で
あ
っ
て
も
存
外
力
の
弱
い
も

の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
こ
の
句
と
原
句
と
を
対
照
す
れ
ば
も
っ
と
も
明
白

に
そ
こ
の
消
息
を
解
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
同
じ
く
距
離
を
言
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
原
句
の
腹
中
に
踏
み
込
ん
で
い
る
も

の
に
こ
う
い
う
句
が
あ
り
ま
す
。

　
　
蟻
の
道
暑
き
空
よ
り
続
き
け
り
　
　
松
月

　
こ
れ
は
「
塀
の
下
」
と
か
「
隣
り
村
」
と
か
そ
う
い
う
ふ
う
に
場
所
に
拘

泥
せ
ず
に
、
ま
た
「
先
の
先
」
と
い
う
ふ
う
に
抽
象
的
の
説
明
に
堕お
ち
ず
、
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ず
っ
と
遠
方
か
ら
と
い
う
こ
と
を
大
胆
に
暑
き
空
よ
り
と
言
っ
た
の
で
あ
り

ま
す
。
事
実
か
ら
言
っ
た
ら
蟻
の
道
が
空
か
ら
続
く
わ
け
は
あ
り
ま
せ
ん
。

け
れ
ど
遠
方
と
い
う
こ
と
を
極
端
に
表
す
た
め
に
「
空
よ
り
」
と
言
っ
た
と

こ
ろ
に
作
者
の
大
胆
な
着
想
を
歓
迎
せ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
う
い
う
と
こ

ろ
に
句
作
者
と
し
て
の
格
段
の
用
意
を
要
す
る
こ
と
も
少
な
か
ら
ざ
る
も
の

が
あ
り
ま
す
。

　
さ
て
原
句
は
と
申
し
ま
す
と
、

　
　
蟻
の
道
雲
の
峰
よ
り
続
き
け
り
　
　
一
茶

と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
前
句
と
同
じ
く
、
極
端
に
遠
方
か
ら
と
い
う
こ
と
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を
具
体
的
に
し
か
も
大
胆
に
表
す
た
め
に
雲
の
峰
か
ら
と
言
っ
た
の
で
あ
り

ま
す
。
こ
の
大
胆
な
叙
法
が
「
塀
の
下
」
や
「
先
の
先
」
よ
り
数
段
優
れ
て

い
る
こ
と
は
前
句
の
解
釈
の
時
と
同
様
で
あ
り
ま
す
。
さ
て
前
句
と
こ
の
原

句
と
の
優
劣
論
を
申
し
ま
す
と
、
着
想
は
ほ
と
ん
ど
同
一
と
も
い
う
べ
き
も

の
で
そ
の
点
に
お
い
て
は
前
句
の
作
者
の
手
腕
を
認
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
が
、
た
だ
残
念
な
こ
と
に
前
句
の
作
者
は
ま
だ
叙
法
の
上
に
原
作
者
に
対

し
て
遥はる
か
に  

遜    

色  

そ
ん
し
ょ
く

が
あ
る
こ
と
を
自
認
せ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
同
じ
く

遠
方
か
ら
と
い
う
こ
と
を
極
端
に
表
す
と
し
ま
し
て
も
「
空
よ
り
」
と
い
う

の
と
「
雲
の
峰
よ
り
」
と
い
う
の
と
は
そ
こ
に
具
体
的
に
頭
に
印
象
す
る
力

か
ら
い
っ
て
遥
か
に
相
違
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
「
空
よ
り
」
と
い
う
と

「
先
の
先
よ
り
」
と
い
う
よ
り
も
具
体
的
で
あ
る
こ
と
は
前
に
申
し
た
通
り
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で
あ
り
ま
す
が
、
し
か
も
あ
の
白
く
実
際
の
山
の
よ
う
な
形
を
し
て
い
る
雲

の
峰
に
比
べ
ま
す
と
、
ま
だ
遥
か
に
抽
象
的
な
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
を
拒
む

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
蟻
の
道
が
空
か
ら
続
く
と
い
う
こ
と
は
ち
ょ
っ
と
想

像
し
に
く
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
雲
の
峰
か
ら
続
く
と
い
う
こ
と
は
一
種

の
絵
図
と
し
て
も
受
け
取
れ
な
い
こ
と
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

　
次
に
、

　
　
生
き
て
世
に
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

　
こ
の
数
字
を
埋
め
る
こ
と
に
つ
い
て
諸
君
の
答
案
を
要
求
し
ま
し
た
の
は
、

諸
君
が
こ
の
「
生
き
て
世
に
」
と
い
う
初
五
字
を
ど
う
解
釈
さ
れ
る
か
、
す
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な
わ
ち
や
や
複
雑
な
こ
の
初
五
字
を
ど
れ
だ
け
巧
み
に
使
用
さ
れ
る
か
、
を

見
た
い
が
た
め
で
あ
り
ま
し
た
。

　
ま
ず
こ
の
「
生
き
て
世
に
」
と
い
う
の
を
人
間
と
す
る
の
と
動
植
物
と
す

る
の
と
の
二
通
り
が
あ
り
ま
し
た
。
一
、
二
の
例
を
い
う
と
、

　
　
生
き
て
世
に
蛙
と
な
れ
よ
蛙
の
子
　
　
陽
州

　
　
生
き
て
世
に
何
を
た
よ
り
の
海
鼠
な
ま
こ
か
な
　
　
鋸
山

　
　
生
き
て
世
に
な
か
な
か
悲
し
荒
地
菊
　
　
そ
の
女

の
類
で
こ
れ
ら
は
動
植
物
と
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
「
世
の
中
に
か
く
生
存

し
て
お
れ
ば
」
と
い
う
意
味
か
ら
い
え
ば
こ
れ
ら
の
句
も
一
応
意
味
は
通
じ
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る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
し
か
し
動
植
物
と
し
た
の
は
き
わ
め
て
少
数
で
あ
っ
て
た
い
が
い
は
人
間

と
し
て
の
作
句
で
あ
り
ま
し
た
。

「
生
き
て
世
に
」
と
い
う
以
上
、
そ
れ
が
人
間
と
解
す
る
こ
と
は
ま
ず
そ
の

方
を
穏
当
の
見
解
と
せ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
さ
て
人
間
と
し
て
の
解
釈
に
立
脚
し
た
句
の
う
ち
に
も
、
「
生
き
て
」
と

い
う
字
を
は
ぶ
い
て
、
単
に
「
世
に
」
と
し
て
差
し
支
え
な
い
よ
う
な
句
が

多
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
の
一
、
二
の
例
を
い
う
と
、

　
　
生
き
て
世
に
接
木
つ
ぎ
き
上
手
と
ほ
め
ら
れ
き
　
　
紫
牛

　
　
生
き
て
世
に
女
な
ら
ば
や
京
の
春
　
　
亨
夫
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の
類
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
は
「
生
き
て
」
と
い
う
の
が
必
ず
し
も
無
用
と

い
う
ほ
ど
に 

贅  

沢 

ぜ
い
た
く

と
な
っ
て
も
お
り
ま
せ
ん
が
、
し
か
し
、
「
生
き
て
」

と
い
う
字
が
活
躍
し
て
十
二
分
の
働
き
を
し
て
お
る
と
は
申
さ
れ
ま
せ
ん
。

　
そ
れ
ら
に
く
ら
べ
る
と
、
「
生
き
甲が
斐い
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
着
眼
し

た
句
は
多
少
「
生
き
て
」
と
い
う
字
を
活
用
し
た
と
も
申
さ
れ
ま
す
。

　
　
生
き
て
世
に
案
山
子
に
似
た
る
守
衛
か
な
　
　
呑
天

　
　
生
き
て
世
に
甲
斐
な
き
こ
の
身
炉
に
倚よ
ら
ん
　
　
仏
座
草

の
類
た
ぐ
いが
そ
れ
で
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
ま
だ
十
分
の
活
用
と
は
申
さ
れ
ま
せ
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ん
。

　
次
に
「
貧
」
「
老
」
「
病
」
「
死
」
に
着
眼
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
漸
次
こ

の
「
生
き
て
」
と
い
う
文
字
の
色
彩
を
強
め
て
く
る
こ
と
は
争
わ
れ
ぬ
事
実

で
あ
り
ま
す
。

　
　
生
き
て
世
に
貧
の
寒
燈
と
も
し
け
り
　
　
濱
人

　
　
生
き
て
世
に
明
け
暮
れ
淋
し
老
の
秋
　
　
時
綱

　
　
生
き
て
世
に
病
の
床
の
桜
か
な
　
　
昌
東

　
　
生
き
て
世
に
真
田
さ
な
だ
が
庭
の
桜
か
な
　
　
牧
人

　
句
の
巧
拙
は
さ
て
お
き
、
こ
れ
ら
の
句
は
「
死
ん
だ
方
が
ま
し
だ
け
れ
ど
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も
」
と
か
「
い
つ
死
ぬ
か
判
ら
ぬ
身
な
が
ら
」
と
か
、
「
か
つ
て
討
死
す
べ

か
り
し
身
が
」
と
か
い
う
よ
う
な
特
別
の
境
遇
を
背
景
に
お
い
て
の
句
で
あ

り
ま
す
と
こ
ろ
か
ら
「
生
き
て
」
と
い
う
字
は
格
別
の
響
き
を
持
つ
の
で
あ

り
ま
す
。
こ
と
に
最
後
の
「
真
田
」
の
句
に
至
っ
て
は
じ
め
て
鐘
が 

撞  

木 

し
ゅ
も
く

に
当
た
っ
て
音
を
発
し
た
よ
う
な
心
持
が
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
特
に
「
生
き
て
世
に
」
と
い
う
の
は
未
来
に
想
像
す
る
仮
説
の
死
　
　
例

え
ば
「
死
ん
だ
方
が
ま
し
だ
」
と
か
「
い
つ
死
ぬ
か
判
ら
ぬ
が
」
と
い
う
よ

う
な
　
　
よ
り
も
過
去
に
お
い
て
実
際  

逢    

着  

ほ
う
ち
ゃ
く

し
た
死
　
　
例
え
ば
「
討

死
す
べ
か
り
し
身
が
」
と
か
「
病
死
す
べ
か
り
し
身
が
」
　
　
と
か
い
う
よ

う
な
死
を
背
景
に
お
い
た
場
合
に
初
め
て
十
分
の
意
味
を
表
し
て
く
る
の
で

あ
り
ま
す
。
真
田
は
死
を
逃
れ
て
志
度
山

し
ど
さ
ん

の
麓
ふ
も
とに 
隠  

棲 
い
ん
せ
い

し
て
お
っ
た
の
で
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あ
り
ま
す
。
そ
の
真
田
の
心
持
に
な
っ
て
み
る
と
、
あ
の
時
死
ん
で
い
た
ら

も
う
一
切
空
で
、
桜
の
花
な
ど
を
見
る
こ
と
は
も
と
よ
り
で
き
な
い
の
で
あ

る
が
、
生
き
て
お
れ
ば
こ
そ
世
に
ま
た
庭
の
桜
を
見
る
の
で
あ
る
。
と
そ
う

い
う
と
こ
ろ
に
生
き
て
世
に
と
い
う
力
強
い
十
分
の
意
味
が
あ
る
の
で
あ
り

ま
す
。

　
原
句
も
、
こ
の
「
真
田
」
の
句
と
同
様
の
詩
を
背
景
と
し
て
の
句
で
あ
り

ま
す
。

　
　
生
き
て
世
に
人
の
年
忌
や 

初 
茄 
子 

は
つ
な
す
び

　
　
几
董

　
自
分
は
大
病
を
し
て
ほ
と
ん
ど
死
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
幸
い
に
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全
快
し
て
か
く
生
き
永
ら
え
て
お
っ
て
、
か
え
っ
て
他
人
の
年
忌
に
会
す
る
。

後
圃
こ
う
ほ
の
初
茄
子
を
と
っ
て
霊
前
に
供
え
よ
う
、
と
こ
う
い
う
意
味
で
、
人
の

年
忌
を
も
っ
て
き
た
と
こ
ろ
に
、
一
度
死
に
臨
ん
だ
自
分
の
か
く
世
に
生
き

て
あ
る
こ
と
の
上
に
格
別
の
深
い
感
情
を
動
か
す
の
で
あ
り
ま
す
。
「
真
田
」

の
句
と
死
を
背
景
に
し
た
着
想
は
同
一
で
あ
り
な
が
ら
多
少
の
差
異
を
認
め

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
私
は
永
々
と
埋
字
の
こ
と
を
申
し
述
べ
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
か
く
研
究
を

す
る
こ
と
が
俳
句
を
作
る
上
に
多
少
の
興
味
あ
る
し
か
も
有
力
な
る
参
考
に

な
る
こ
と
と
考
え
た
か
ら
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
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七
　
古
い
句
を
読
む
こ
と
　
新
し
い
句
を
作
る
こ
と

　
古
人
の
句
を
読
む
方
が
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
か
、
作
る
方
が
よ
う
ご
ざ
い
ま

す
か
、
と
い
う
質
問
を
私
は
し
ば
し
ば
受
け
ま
す
。

　
今
の
若
い
人
た
ち
の
頭
に
一
つ
の
大
き
な
迷
い
が
あ
り
ま
す
。
あ
ら
ゆ
る

芸
術
を
通
じ
て
そ
れ
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
何
か
と
申
し
ま
す
と

「
新
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ら
の
若
い
人
た
ち
は
何
で
も
新
し

け
れ
ば
い
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
新
し
い
こ
と
を
私
も
悪
い
と
は
申
し
ま
せ

ぬ
が
、
果
た
し
て
「
何
が
新
し
い
か
」
と
い
う
こ
と
も
十
分
に
研
究
せ
ず
に

た
だ
新
し
け
れ
ば
い
い
と
思
っ
て
い
る
人
が
十
中
八
九
で
あ
り
ま
す
。
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新
し
い
と
申
す
こ
と
は
古
い
こ
と
を
十
分
に
研
究
し
た
上
で
申
す
べ
き
こ

と
で
あ
り
ま
す
。
「
新
」
と
い
う
こ
と
は
相
対
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
十
分

に
古
い
こ
と
を
研
究
せ
ね
ば
何
が
新
し
い
の
だ
か
古
い
の
だ
か
判
ろ
う
は
ず

が
あ
り
ま
せ
ん
。
初
め
て
俳
句
を
作
る
も
の
が
俳
句
の
約
束
を
も
了
解
せ
ず

に
た
だ
文
字
を
羅
列
し
て
新
し
が
っ
た
と
こ
ろ
で
、
一
般
の
俳
句
界
に
は
通

用
し
な
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
伝
統
文
芸
と
し
て
の
従
来
の
俳
句
の
真
価
を

了
解
せ
ず
に
お
い
て
、
「
た
だ
自
然
よ
り
直
接
に
新
し
い
も
の
を
採
り
来
た

れ
」
と
言
っ
た
と
こ
ろ
で
、
世
間
に
通
用
し
な
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
新
し

い
と
い
う
こ
と
は
古
い
も
の
を
熟
知
し
た
上
で
初
め
て
意
味
あ
る
言
葉
と
な

る
の
で
あ
り
ま
す
。
「
古
人
の
句
を
見
る
こ
と
な
か
れ
」
と
い
う
こ
と
は
と

り
も
な
お
さ
ず
、
い
ず
れ
が
新
、
い
ず
れ
が
陳
か
の
研
究
を
す
る
こ
と
な
か
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れ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ほ
ど
無
意
味
な
言
葉
は
な
い
の
で
あ

り
ま
す
。

　
そ
こ
で
結
論
は
き
わ
め
て
簡
単
で
あ
り
ま
す
。
新
し
い
句
を
作
ろ
う
と
思

え
ば
古
人
の
句
先
輩
の
句
を
読
ま
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
十
分
に
古
人
の
句
先

輩
の
句
を
研
究
し
て
古
人
や
先
輩
は
ど
う
い
う
俳
句
を
作
っ
て
お
っ
た
か
と

い
う
こ
と
を
研
究
し
て
、
そ
れ
か
ら
そ
の
古
人
や
先
輩
の
手
の
及
ん
で
い
な

か
っ
た
方
面
に
手
を
つ
け
て
新
し
い
句
を
作
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
「
古
人
の
句
に
接
す
る
な
。
古
人
の
句
を
読
む
な
」
と
い
う
こ
と
は
、

こ
の
点
か
ら
申
し
ま
す
と
「
新
古
の
判
断
さ
え
つ
か
ぬ
人
に
な
れ
」
と
い
う

こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。
先
人
の
足
跡
を
踏
ま
ぬ
と
い
う
心
掛
け
は
結

構
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
先
人
の
足
跡
を
十
分
に
究
め
ぬ
と
い
う
こ
と
は
非
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常
な
不
覚
で
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
新
し
い
句
を
作
る
と
い
う
立
場
か
ら
い

っ
て
、
ぜ
ひ
と
も
古
い
句
先
進
の
人
の
句
を
研
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
あ
り
ま
す
。

　
私
は
俳
句
と
い
う
も
の
は
決
し
て
小
説
な
ど
の
よ
う
に
新
し
が
る
べ
き
も

の
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
も
と
よ
り
俳
句
も
骨
董
品
と
し
て
取
り
扱
わ
れ

る
の
で
な
く
、
生
き
た
文
芸
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
古
人

の  

範    

疇  

は
ん
ち
ゅ
う

を
出
た
新
し
い
句
を
作
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
り
ま
す
が
、

そ
れ
で
も
俳
句
と
い
う
も
の
は
伝
統
文
芸
と
し
て
、
小
説
な
ど
よ
り
も
比
較

的
古
い
匂
い
の
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
ま
ず
頭
に
お
い
て
お
か
な

い
と
と
ん
だ  

料    

簡  

り
ょ
う
け
ん

違
い
を
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
古
い
匂
い
が
す
る

と
い
う
こ
と
は
、
い
や
だ
と
い
う
人
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
も
し
そ
う
い
う
人
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が
あ
っ
た
ら
し
ば
ら
く
俳
句
に
遠
ざ
か
っ
て
い
て
、
他
日
古
い
匂
い
の
す
る

も
の
が
な
つ
か
し
く
恋
し
い
時
代
が
き
た
時
分
に
、
そ
の
時
に
改
め
て
俳
句

に
近
づ
い
た
ら
よ
か
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
い
や
で
あ
ろ
う
が
好
き
で
あ
ろ
う

が
、
も
の
そ
の
も
の
が
古
い
匂
い
の
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
は
ど
う

す
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
遠
ざ
か
る
よ
り
ほ
か
に
道
は

な
い
こ
と
と
思
い
ま
す
。
そ
う
し
て
、
他
日
そ
の
匂
い
が
好
き
に
な
っ
て
き

た
時
分
に
ま
た
近
づ
い
て
く
れ
ば
そ
れ
で
い
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

　
俳
句
は
古
い
匂
い
の
す
る
文
芸
、
す
な
わ
ち
是
非
あ
る
約
束
の
下
に
立
た

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
伝
統
文
芸
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
は
能
楽
や
歌
舞
伎
が
全
然

古
い
型
を
習
熟
し
、
日
本
画
が
あ
る
点
ま
で
古
法
に
則
の
っ
とる
こ
と
を
必
要
と
す

る
に
準
じ
、
俳
句
も
ま
た
あ
る
点
ま
で
俳
句
ら
し
い
俳
句
を
作
る
た
め
に
、
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古
俳
句
を
習
熟
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
ち
ょ
っ
と
余
談
と
し
て
申
し
ま
す
が
、
実
を
申
す
と
そ
れ
は
俳
句
ば
か
り

で
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
能
楽
や
歌
舞
伎
や
日
本
画
ば
か
り
で
も
な

い
の
で
あ
り
ま
す
。
人
間
そ
の
も
の
が
そ
う
な
の
で
あ
り
ま
す
。
人
間
は
現

在
の
生
活
を
す
べ
て
改
善
し
よ
う
と
し
て
も
そ
れ
は
つ
い
に
で
き
な
い
相
談

な
の
で
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
衣
服
に
し
た
と
こ
ろ
で
、
従
来
の
日
本
服

が
き
ら
い
だ
か
ら
、
何
か
新
し
い
も
の
を
創
造
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
で
、

さ
て
ど
ん
な
も
の
を
想
像
し
た
ら
い
い
で
し
ょ
う
か
。
仮
に
何
物
か
を
造
る

と
す
る
と
そ
れ
は
洋
服
に
近
く
な
る
か
、
日
本
服
に
近
く
な
る
か
、
そ
う
し

て
そ
れ
は
遂つい
に
在
来
の
日
本
服
に
し
か
ず
、
洋
服
に
し
か
ぬ
も
の
に
な
る
の

で
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
在
来
の
も
の
に
あ
き
た
ら
な
い
と
い
っ
た
と
こ
ろ
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で
、
決
し
て
全
然
新
し
い
も
の
を
ポ
カ
ッ
と
浮
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
の

で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
人
力
が
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

人
間
と
い
う
も
の
が
そ
う
い
う
力
を
持
っ
て
い
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
す
な

わ
ち
全
然
新
し
い
、
そ
う
し
て
現
在
の
す
べ
て
の
服
装
よ
り
も
優
れ
た
新
服

装
を
造
り
上
げ
る
ま
で
に
は
多
く
の
歳
月
を
要
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
仮
に

今
後
千
年
後
に
我
々
が
再
生
し
て
く
る
と
仮
定
す
れ
ば
、
そ
の
時
我
等
の
子

孫
の
着
て
い
る
着
物
を
見
た
ら
あ
る
い
は
そ
う
い
う
も
の
が
で
き
て
い
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
人
間
の
力
は
新
し
い
も
の
に
一
歩
一
歩
歩
を
進
め
て
ゆ
く

力
は
あ
る
が
、
従
来
の
す
べ
て
の
因
縁
を
切
り
離
し
て
、
絶
対
に
新
し
い
も

の
を
こ
こ
に
創
造
す
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
あ
る
建

築
家
の
話
に
、
建
築
が
一
の
様
式
か
ら
他
の
様
式
に
移
る
に
は
お
よ
そ
百
年
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を
要
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
面
白
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

す
な
わ
ち
人
間
の
す
べ
て
の
仕
事
、
い
わ
ば
人
間
そ
れ
自
身
と
い
う
も
の
が

決
し
て
因
縁
を
切
り
離
し
て
も
の
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
と

い
う
こ
と
を
十
分
に
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　
文
芸
の
う
ち
で
比
較
的
新
し
い
分
量
を
要
求
し
て
い
る
小
説
の
ご
と
き
も

の
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
実
決
し
て
そ
う
む
や
み
に
新
し
い
も
の
を
創
造
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
で
あ
っ
て
、
た
と
え
最
近
の
例
の
よ
う
に
フ
ラ
ン
ス
、

ロ
シ
ア
あ
た
り
の
文
芸
を
急
速
に
輸
入
し
て
き
て
、
一
時
は
従
来
の
日
本
人

に
思
い
も
よ
ら
な
い
よ
う
な
新
し
い
も
の
を
見
せ
る
こ
と
が
で
き
た
に
し
て

も
、
そ
れ
は
歳
月
を
経
る
に
従
っ
て
か
え
っ
て
そ
の
「
新
」
と
い
う
点
は
退

歩
し
て
そ
の
代
り
に
従
来
の
日
本
趣
味
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
逆
襲
し
て
き
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て
、
大
局
よ
り
こ
れ
を
み
れ
ば
、
結
局
あ
る
徐
歩
を
試
み
た
と
い
う
に
過
ぎ

な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。
ま
し
て
比
較
的
新
し
い
分
量
を
少
な
く

し
か
包
含
し
な
い
俳
句
に
あ
っ
て
は
、
決
し
て
一
飛
び
に
そ
う
新
し
い
こ
と

が
試
み
得
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
宇
宙
の
進
化
は
徐
々
に

行
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
を
急
速
に
行
お
う
と
す
る
の
は
愚
か
な
る
迷
い
で
あ
り

ま
す
。
俳
句
の
進
歩
も
ま
た
徐
々
と
し
て
行
わ
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。
な
に
も

急
ぐ
こ
と
も
慌
て
る
こ
と
も
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
我
等
は
古
人
の
踏
ん
で

き
た
あ
と
を
よ
く
研
究
し
て
み
て
、
ま
た
古
人
が
せ
っ
か
く
築
き
上
げ
て
く

れ
た
と
こ
ろ
の
も
の
を
尊
重
し
、
で
き
る
だ
け
の
新
し
い
力
を
加
え
て
ゆ
く

の
で
あ
り
ま
す
。
も
っ
と
具
体
的
に
い
え
ば
五
七
五
調
、
や
か
な
等
の
切
字
、

季
題
、
そ
れ
ら
は
申
す
に
及
ば
ず
、
古
人
が
せ
っ
か
く
研
究
し
て
来
た
と
こ
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ろ
の
も
の
に
十
分
の
敬
意
を
払
っ
て
、
す
な
わ
ち
一
度
は
忠
実
な
る
門
下
生

と
な
っ
て
そ
の
上
に
お
い
て
我
等
は
百
尺 

竿  

頭 

か
ん
と
う

に
一
歩
を
進
め
る
底てい
の
心

掛
け
が
肝
要
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
点
か
ら
申
し
て
も
我
等
は
古
人
の

句
を
三
読
、
五
読
、
百
読
、
千
読
し
て
こ
れ
を
習
熟
し
、
玩
味
が
ん
み
す
る
必
要
が

あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
新
し
い
句
は
、
目
を
ね
む
っ
て
古
人
の
句
を
見
ず
に
お
れ
ば
で
き
る
と
い

う
の
は 

卑  

怯 

ひ
き
ょ
う

な
申
し
分
で
あ
り
ま
す
。
古
人
の
句
を
見
る
が
た
め
に
古
人

の
句
に
な
ず
ん
で
し
ま
っ
て
、
そ
れ
以
外
に
一
歩
も
踏
み
出
す
こ
と
が
で
き

ぬ
と
い
う
よ
う
な
人
は
、
た
と
え
古
人
の
句
を
見
ず
に
お
っ
た
と
こ
ろ
で
、

そ
れ
以
外
に
一
歩
も
踏
み
出
す
こ
と
の
で
き
ぬ
人
で
あ
り
ま
す
。
少
し
で
も

芸
術
的
才
能
を
持
っ
て
い
る
人
で
あ
っ
た
ら
、
た
と
え
あ
け
く
れ
古
人
の
句
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中
に
つ
か
っ
て
い
て
も
い
つ
し
か
そ
の
個
人
性
を
発
揮
し
て
何
人
も
模
倣
す

る
こ
と
を
ゆ
る
さ
な
い
自
己
の
新
境
地
を
ひ
ら
き
得
る
の
で
あ
り
ま
す
。
私

が
「
埋
字
」
の
こ
と
な
ど
を
申
し
上
げ
た
の
も
こ
の
古
人
の
句
に 

親  

炙 

し
ん
し
ゃ

す

る
、
も
っ
と
も
卑
近
な
方
法
の
一
つ
を
申
し
上
げ
た
次
第
な
の
で
あ
り
ま
す
。

　
私
は
ど
う
で
も
い
い
か
ら
た
だ
十
七
字
を
並
べ
て
ご
覧
に
な
る
が
よ
か
ろ

う
と
い
う
こ
と
を
ま
ず
一
番
に
申
し
上
げ
ま
し
た
。
そ
れ
は
い
つ
も  

躊    

ち
ゅ
う
ち

躇  ょ
し
て
空
し
く
歳
月
を
過
ご
し
て
し
ま
う
人
の
た
め
に
、
と
も
か
く
十
七

字
を
並
べ
て
ご
覧
に
な
る
こ
と
を
お
す
す
め
い
た
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ

の
上
は
じ
っ
と
も
の
を
見
、
じ
っ
と
物
に
案
じ
入
り
、
十
分
に
自
然
の
研
究

を
す
る
こ
と
が
何
よ
り
大
事
と
存
じ
ま
す
。
し
か
も
た
だ
自
然
を
見
、
自
然
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を
玩
味
し
来
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
も
十
分
に
調
べ
て
み
て
、
ま
ず
古
人
の

門
下
生
と
な
り
、
し
か
し
て
藍あい
よ
り
青
い
古
人
以
上
の
立
派
な
お
弟
子
に
な

る
心
掛
け
が
肝
要
で
あ
り
ま
す
。
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付
録
・
俳
諧
談

　
　
一

　
俳
句
と
い
う
も
の
は
ほ
か
の
文
学
と
い
か
な
る
点
で
異
な
っ
て
い
る
か
と

い
う
こ
と
に
な
る
と
、
種
々
の
点
が
あ
る
が
、
そ
の
一
番
根
本
で
ま
た
主
な

も
の
は
字
数
が
十
七
字
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
一
番
大
き
な
特
色
で
あ
る
、

も
っ
と
も
十
七
字
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
中
に
は
い
わ
ゆ
る
字
余
り
の
句
と
い

う
も
の
が
あ
っ
て
十
八
字
、
十
九
字
あ
る
い
は
二
十
四
、
五
字
ま
で
に
な
る

句
も
あ
る
し
、
ま
た
一
、
二
字
足
り
な
い
よ
う
な
句
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
と
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に
か
く
十
七
字
と
い
う
も
の
が
標
準
に
な
っ
て
、
仮
に
字
余
り
に
な
ろ
う
が

字
足
ら
ず
に
な
ろ
う
が
、
と
に
か
く
十
七
字
と
い
う
こ
と
に
準
拠
す
る
わ
け

に
な
る
。
ま
た
あ
る
人
は
こ
れ
を
十
七
音
字
と
い
う
。
音
と
い
う
一
字
を
入

れ
て
わ
ざ
わ
ざ
十
七
音
字
の
文
学
と
い
う
人
が
あ
る
が
、
あ
る
い
は
そ
の
方

が
適
当
な
称
呼
か
も
し
れ
な
い
。
字
数
が
十
七
字
と
い
う
方
で
は
な
く
て
、

音
の
数
が
十
七
と
い
う
の
が
む
し
ろ
俳
句
を
説
明
す
る
に
適
当
か
と
も
思
わ

れ
る
。

　
そ
の
十
七
音
も
し
く
は
十
七
字
と
い
う
も
の
が
さ
ら
に
三
つ
に
区
分
さ
れ

る
。
そ
れ
は
初
め
五
字
、
そ
れ
か
ら
中
七
字
、
終
り
五
字
、
こ
の
三
つ
の
フ

レ
ー
ス
に
分
解
し
て
論
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
字
余
り
の
句
に
し
て
も
や
は

り
五
字
、
七
字
、
五
字
、
と
い
う
よ
う
な
調
子
に
自
然
分
解
し
て
口
に
唱
え
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る
よ
う
な
ふ
う
に
す
る
。
そ
れ
で
俳
句
の
特
色
は  

畢    

竟  

ひ
っ
き
ょ
う

こ
の
字
数
が
十

七
字
に
限
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
し
十
七
字
で
十
分
意
味
が

表
せ
な
い
か
ら
と
い
う
の
で
た
く
さ
ん
の
言
葉
を
用
い
る
よ
う
に
な
っ
た
な

ら
ば
、
そ
れ
は
す
な
わ
ち
俳
句
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

　
今
度
は
字
数
に
次
ぐ
俳
句
の
お
も
な
条
件
は
、
俳
句
の
中
に
は
必
ず
季
と

い
う
も
の
を
詠
み
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
規
則
が
あ
る
。
こ
の
季
と

い
う
も
の
は
春
夏
秋
冬
四
季
の
景
物
を
必
ず
俳
句
の
中
に
一
つ
は
い
れ
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
規
則
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
春
風
と
か
、
納
涼
と
か
、
秋

草
と
か
、
時
雨
し
ぐ
れ
と
か
い
う
よ
う
な
ふ
う
に
、
何
か
各
季
節
に
属
し
た
一
つ
の

天
象
、
地
理
、
動
植
物
も
し
く
は
人
事
な
ど
を
詠
み
こ
む
こ
と
に
な
っ
て
い

る
。
な
ぜ
俳
句
に
季
を
入
れ
る
か
と
い
う
こ
と
も
、
や
は
り
前
言
っ
た
字
数
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が
十
七
字
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
一
つ
の
原
因
を
な
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
な
ぜ
か
と
言
え
ば
、
わ
ず
か
に
十
七
字
で
あ
っ
て
文
字
が
少
な
い
た

め
に
複
雑
な
こ
と
は
言
え
な
い
。
ぜ
ひ
単
純
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し

か
し
な
が
ら
で
き
う
る
だ
け
多
く
の
連
想
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
人
に
与
え

る
と
い
う
こ
と
が
で
き
れ
ば
そ
れ
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
で
そ
の
連

想
を
人
に
与
え
る
の
に
は
、
ぜ
ひ
と
も
各
人
た
や
す
く
連
想
の
起
こ
り
得
る

よ
う
な
も
の
を
詠
ず
る
必
要
が
あ
る
。

　
　
二

　
そ
こ
で
誰
に
で
も
た
や
す
く
連
想
の
起
こ
り
得
る
も
の
は
何
か
と
い
え
ば
、

161



四
季
の
感
じ
、
春
夏
秋
冬
　
　
四
季
の
感
じ
と
い
う
も
の
は
こ
れ
ほ
ど
人
に

普
通
な
も
の
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
必
要
上
か
ら
し
て
ぜ
ひ
四
季
の

景
物
を
詠
み
こ
む
よ
う
に
な
る
。
そ
う
す
る
と
単
に
人
が
道
を
歩
い
て
行
っ

た
だ
け
で
は
き
わ
め
て
無
意
味
な
事
柄
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
た
と
え
ば
「
春

風
や
」
と
い
っ
て
そ
の
下
に
人
が
道
を
歩
き
つ
つ
あ
る
と
い
う
よ
う
な
発
句

が
あ
る
と
す
る
と
、
春
風
が 

駘  

蕩 

た
い
と
う

と
吹
い
て
い
る
、
そ
う
い
う
の
ど
か
な

春
の
日
に
人
が
歩
い
て
い
る
と
い
う
の
で
、
そ
こ
で
前
の
単
に
道
を
歩
く
と

い
う
の
に
く
ら
べ
る
と
い
う
と
、
だ
い
ぶ
複
雑
な
感
情
が
起
こ
る
よ
う
に
な

っ
て
く
る
。
ま
た
こ
れ
を
「
時し
雨ぐ
る
る
や
」
と
か
何
と
か
い
う
初
め
五
字
を

置
い
て
、
そ
の
次
に
人
が
道
を
歩
き
つ
つ
あ
る
と
い
う
場
合
に
は
、
冬
の
初

め
の
寒
い
時
雨
の
降
る
よ
う
な
天
気
の
日
に
人
が
表
を
歩
き
つ
つ
あ
る
と
い
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う
わ
け
に
な
っ
て
、
そ
こ
に
ま
た
一
種
の
大
な
る
景
物
が
想
像
さ
れ
る
。
ま

た
「
蝶
ち
ょ
う飛
ぶ
や
」
と
い
う
五
字
が
あ
る
と
仮
定
す
る
と
、
単
に
蝶
々
が
草
の

上
を
飛
ん
で
い
る
と
い
う
景
色
以
外
に
、
そ
の
蝶
と
い
う
も
の
を
中
心
に
し

て
、
春
の
日
の
の
ど
か
の
光
景
、
ま
た
そ
の
時
候
に
人
々
が
楽
し
く
遊
ん
で

い
る
よ
う
な
状
態
、
一
歩
進
め
て
言
え
ば
、
そ
の
の
ど
か
な
春
の
日
に
対
し

て
人
の
心
の
中
に
起
こ
る
ゆ
か
い
な
る
感
じ
も
連
想
さ
れ
る
。

　
か
く
の
ご
と
き
感
じ
と
い
う
も
の
は
前
に
い
っ
た
よ
う
な
ふ
う
に
、
学
者

で
あ
ろ
う
が
乞
食
で
あ
ろ
う
が
、
女
で
あ
ろ
う
が
子
供
で
あ
ろ
う
が
、
仮
に

も
人
間
と
生
ま
れ
た
以
上
は
、
そ
の
感
じ
の
深
浅
疎
密
は
あ
る
け
れ
ど
も
、

と
に
か
く
そ
こ
に
一
種
の
共
通
な
感
じ
と
い
う
も
の
が
起
こ
る
か
ら
し
て
、

単
に
十
七
字
で
そ
の
中
の
初
め
五
字
が
「
蝶
飛
ぶ
や
」
と
い
う
の
で
あ
っ
て
、
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あ
と
十
二
字
に
簡
単
な
景
色
も
し
く
は
人
事
が
叙
し
て
あ
る
に
し
て
も
、
そ

の
初
め
五
字
の
「
蝶
飛
ぶ
や
」
と
い
う
景
物
が
あ
る
た
め
に
因
っ
て
起
る
連

想
と
い
う
も
の
は
深
く
な
る
。
わ
ず
か
十
七
字
の
俳
句
が
そ
の
簡
単
な
文
字

で
力
強
く
人
の
頭
脳
を
刺
激
し
よ
う
と
い
う
の
に
は
、
こ
の
景
物
を
詠
み
こ

む
と
い
う
必
要
が
非
常
に
重
大
な
事
件
と
し
て
約
束
さ
れ
て
い
る
と
い
う
わ

け
に
な
っ
て
い
る
。

　
そ
れ
か
ら
、
次
に
俳
句
で
必
要
な
こ
と
は
切
字
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ

れ
は
昔
か
ら
宗
匠
な
ど
が
や
か
ま
し
く
言
っ
て
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
ず
い
ぶ

ん
く
だ
ら
な
い
理
屈
や
何
か
も
た
く
さ
ん
行
わ
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
や
は

り
切
字
と
い
う
も
の
を
詠
み
こ
む
必
要
は
自
然
に
存
在
し
て
い
る
。
そ
れ
は

人
に
も
の
を
話
す
時
分
に
何
々
で
あ
り
ま
す
と
か
、
何
や
ら
で
あ
る
と
か
、
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必
ず
あ
る
談
話
の
お
し
ま
い
に
は
句
切
く
ぎ
り
を
つ
け
る
。
ま
た
絵
を
描
く
に
し
て

も
中
心
を
密
に
し
て
周
囲
に
あ
る
ほ
ど
疎
筆
を
用
い
て
、
そ
う
し
て
そ
の
周

囲
に
は
輪
郭
を
つ
け
て
、
そ
の
絵
と
い
う
も
の
と
他
の
境
界
と
の
区
別
を
つ

け
る
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
な
わ
け
で
、
発
句
も
と
に
か
く
ま
と
ま
っ
た
一
つ

の
意
味
を
表
わ
そ
う
と
い
う
の
に
は
、
ぜ
ひ
そ
の
十
七
字
の
中
に
一
つ
の
句

切
が
必
要
に
な
る
。
前
に
い
っ
た
「
で
す
」
と
か
、
「
で
あ
る
」
と
か
何
と

か
い
う
普
通
の
言
葉
と
同
じ
よ
う
な
わ
け
に
、
必
ず
何
と
か
意
味
を
限
っ
て

し
ま
う
句
切
の
言
葉
が
必
要
に
な
る
。
そ
れ
が
す
な
わ
ち
切
字
と
い
う
も
の

に
な
る
の
で
、
例
え
ば
「
春
風
や
」
と
い
う
場
合
に
は
、
春
風
が
吹
い
て
お

り
ま
す
と
い
う
の
と
同
じ
よ
う
な
意
味
に
な
る
。
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三

　
そ
れ
か
ら
ま
た
「
時
雨
け
り
」
と
い
え
ば
、
そ
の
「
け
り
」
と
い
う
字
は

時
雨
れ
て
い
る
ぞ
と
い
う
や
は
り
句
切
の
言
葉
に
な
る
。
も
し
そ
う
い
う
切

字
が
な
い
場
合
に
は
、
あ
た
か
も
長
い
文
句
の
中
の
一
節
を
切
り
抜
い
た
よ

う
な
ふ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
ま
と
ま
っ
た
意
味
を
表
す
た
め
に
は
ぜ
ひ

こ
の
切
字
と
い
う
も
の
が
必
要
に
な
る
。

　
そ
こ
で
俳
句
の
お
も
な
切
字
は
「
や
」
と
い
う
字
と
「
か
な
」
と
い
う
字
、

続
い
て
は
「
け
り
」
と
い
う
よ
う
な
字
が
も
っ
と
も
普
通
に
行
わ
れ
、
ま
た

も
っ
と
も
力
強
い
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
他
は
普
通
の
文
章
で
意
味
を

切
る
時
分
に
用
い
る
助
字
が
、
や
は
り
俳
句
の
方
で
も
用
い
ら
れ
る
。
た
と
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え
ば
「
ぬ
」
と
か
、
「
ら
ん
」
と
か
、
「
た
り
」
と
か
、
「
す
」
と
か
い
う

よ
う
な
文
字
、
な
お
そ
の
ほ
か
た
く
さ
ん
あ
る
。

　
右
の
中
で
「
や
」
の
字
は
こ
れ
は
俳
句
に
あ
っ
て
は
格
段
な
意
味
に
用
い

ら
れ
る
文
字
で
あ
っ
て
、
た
び
た
び
例
に
引
く
「
春
風
や
」
と
い
う
よ
う
な

場
合
に
は
、
春
風
が
吹
い
て
い
る
、
そ
の
吹
い
て
い
る
と
い
う
動
詞
ま
で
が

そ
の
「
や
」
と
い
う
字
の
中
に
含
蓄
さ
れ
る
。
ま
た
下
に
く
る
文
字
に
よ
っ

て
吹
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
以
外
に
、
さ
ら
に
そ
の
春
風
を
愛
し
愉たの
し
む
よ

う
な
心
持
ち
と
か
、
そ
の
他
ま
ず
種
々
の
連
想
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
よ
う

な
き
わ
め
て
調
法
な
文
字
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
次
い
で
「
か
な
」
と
い
う
字
は
、
普
通
に
詠
嘆
の
意
味
に
用
い
ら

れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
必
ず
詠
嘆
の
意
味
ば
か
り
で
も
な
い
。
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軽
い
場
合
に
は
ほ
と
ん
ど
無
意
味
に
、
た
だ
単
に
意
味
を
切
る
た
め
の
し
る

し
と
し
て
用
い
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
し
、
ま
た
重
い
場
合
に
は
非
常
に
深
く

も
の
を
詠
嘆
す
る
よ
う
な
場
合
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ

と
は
い
ち
い
ち
句
に
つ
い
て
説
明
し
な
い
と
、
句
か
ら
取
り
離
し
て
議
論
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、
ま
ず
簡
単
に
こ
の
く
ら
い
の
説
明
に
止
め
て
お

く
。

　
次
に
俳
句
を
解
釈
す
る
場
合
に
も
っ
と
も
大
事
な
こ
と
は
連
想
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
こ
れ
も
や
は
り
前
言
っ
た
わ
ず
か
に
十
七
字
で
あ
る
と
い
う
こ

と
が
大
な
る
原
因
を
な
し
て
い
る
。
わ
ず
か
十
七
文
字
で
あ
っ
て
し
か
も
な

る
べ
く
深
い
意
味
も
し
く
は
強
い
意
味
を
運
ぼ
う
と
す
る
た
め
に
、
元
来
文

字
そ
の
も
の
が
一
つ
の 

符  

牒 

ふ
ち
ょ
う

で
あ
る
の
で
は
あ
る
が
、
さ
ら
に
俳
句
に
使
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わ
れ
る
場
合
に
は
そ
こ
に
作
者
と
読
者
と
の
間
に
特
別
な
約
束
が
で
き
て
、

普
通
な
文
章
も
し
く
は
談
話
な
ど
で
使
わ
れ
る
文
字
が
運
ぶ
意
味
よ
り
は
、

い
ま
少
し
複
雑
な
意
味
を
運
ぶ
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、

　
　
菊
の
香
や
奈
良
に
は
古
き
仏
た
ち

と
い
う
芭
蕉
の
句
が
あ
る
。
こ
れ
な
ど
は
普
通
の
文
章
を
解
釈
す
る
つ
も
り

で
解
釈
し
た
な
ら
ば
、
ほ
と
ん
ど
何
の
こ
と
だ
か
分
か
ら
な
く
な
る
。
け
れ

ど
も
俳
句
の
上
に
は
そ
こ
に
特
別
な
約
束
が
あ
っ
て
、
仏
た
ち
と
い
う
名
詞

で
止
っ
て
い
る
下
に
は
「
が
た
く
さ
ん
あ
る
」
と
い
う
ご
と
き
意
味
を
自
然

に
含
ま
せ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
菊
の
香
と
い
う
名
詞
の
下
に
は
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「
の 

馥  

郁 

ふ
く
い
く

た
る
が
ご
と
く
」
と
い
う
文
字
と
か
、
ま
た
温
雅
な
る
色
彩
と

か
、
蒼
古
そ
う
こ
な
感
じ
と
か
い
う
よ
う
な
、
菊
の
花
に
付
属
す
る
種
々
の
連
想
が

や
は
り
省
約
さ
れ
て
い
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
四

　
そ
れ
で
こ
の
句
の
意
味
は
菊
の
花
の
人
に
与
え
る
感
じ
が
奈
良
の
古
き
仏

た
ち
が
人
に
与
え
る
感
じ
と
ど
こ
か
に
似
通
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
の
感

じ
を
作
者
が
表
す
の
が
こ
の
句
の
目
的
に
な
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
長
い
文
章

で
こ
れ
を
表
す
場
合
に
は
、
数
十
言
も
し
く
は
数
百
言
を
費
や
さ
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
。
け
れ
ど
も
俳
句
と
な
る
と
わ
ず
か
に
十
七
字
で
そ
の
複
雑
な
意
味
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を
運
び
得
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
俳
句
と
い
う
も
の
が
特
別
に
約

束
さ
れ
た
文
字
の
働
き
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
次
に
は
天
明
の
蕪
村
の
句
に
、

　
　
鮎
く
れ
て
寄
ら
で
過
ぎ
行
く
夜よ
半わ
の
門

と
い
う
句
が
あ
る
。
こ
の
句
の
意
味
を
一
通
り
解
釈
し
て
み
れ
ば
、
自
分
の

住
ま
っ
て
い
る
家
の
戸
口
で
夜
中
に
人
声
が
す
る
。
そ
れ
か
ら
起
き
て
行
っ

て
み
る
と
い
う
と
自
分
の
知
っ
て
い
る
某
な
に
が
しが
い
て
、
今
日
釣
に
行
っ
て
鮎あゆ
が

と
れ
た
か
ら
し
て
、
少
し
わ
け
て
や
ろ
う
と
い
っ
て
そ
の
鮎
を
く
れ
た
。
そ

う
し
て
そ
の
人
は
ま
ず
入
ら
ぬ
か
と
か
何
と
か
言
っ
た
け
れ
ど
も
、
イ
ヤ
今
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晩
は
遅
い
か
ら
ま
た
来
よ
う
と
か
何
と
か
言
っ
て
そ
の
ま
ま
に
帰
っ
て
行
っ

た
。
こ
う
い
う
意
味
を
表
わ
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
そ
の
俳
句
の
中
に
は
誰

が
鮎
を
く
れ
た
と
も
言
っ
て
な
い
し
、
ま
た
単
に
「
夜
半
の
門
」
と
あ
る
だ

け
で
、
門
が
ど
う
し
た
の
か
、
そ
の
辺
は
き
わ
め
て 

曖  

昧 

あ
い
ま
い

に
な
っ
て
い
る

け
れ
ど
も
、
俳
句
の
約
束
と
し
て
「
鮎
く
れ
て
」
と
い
う
文
字
の
前
に
は
あ

る
人
が
と
い
う
意
味
が
自
然
含
ま
れ
て
い
る
し
、
門
と
い
う
言
葉
か
ら
し
て

門
前
で
人
が
く
れ
た
、
ま
た
主
人
が
そ
れ
を
受
け
取
っ
た
と
か
い
う
よ
う
な

言
葉
が
自
然
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
初
め
何
も
俳
句

を
知
ら
ぬ
人
が
こ
の
句
を
見
た
ら
ば
、
ほ
と
ん
ど
意
味
を
な
さ
ぬ
言
葉
に
な

っ
て
し
ま
っ
て
、
何
だ
か
門
が
鮎
を
く
れ
た
の
か
、
門
が
過
ぎ
て
行
っ
た
の

か
、
ち
ょ
っ
と
そ
の
へ
ん
が
意
味
を
な
さ
ぬ
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
か
も
し
れ
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な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
中
に
は
種
々
な
言
葉
が
略
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
て

そ
の
略
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
俳
句
に
と
っ
て
は
普
通
の
約
束
で
あ
る
と
い
う

こ
と
が
分
か
っ
て
み
る
と
い
う
と
、
た
だ
ち
に
こ
の
意
味
が
解
釈
が
で
き
る

よ
う
な
こ
と
に
な
る
。

　
次
に
明
治
以
後
の
句
に
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
が
、
一
句
を
拾
い
出
し
て
み
る

と
、

　
　
町
淋
し
雨
の
筍
た
け
の
こ貸
家
札

と
い
う
飄
亭
の
句
が
あ
る
。
こ
の
句
な
ど
も
ち
ょ
っ
と
俳
人
以
外
の
人
が
見

た
な
ら
ば
何
を
言
っ
た
の
だ
か
分
か
ら
ぬ
か
も
し
れ
ぬ
が
、
こ
の
「
雨
の
筍
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貸
家
札
」
と
い
う
間
に
は
た
く
さ
ん
な
言
葉
が
省
略
さ
れ
て
い
る
。
「
雨
の

筍
」
と
い
う
の
は
、
雨
が
降
っ
て
い
る
中
に
筍
が
生
え
て
い
る
と
い
う
意
味

で
あ
っ
て
「
貸
家
札
」
と
い
う
言
葉
か
ら
し
て
単
に
貸
家
札
そ
の
も
の
が
ブ

ラ
下
っ
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
そ
こ
に
貸
家
が
あ
る
こ
と
ま
で
が

そ
の
言
葉
で
代
表
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
ふ
う
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
「
雨
の

筍
」
と
「
貸
家
札
」
と
い
う
二
つ
の
句
の
間
に
は
、
筍
が
生
え
て
い
る
、
そ

れ
は
そ
の
貸
家
の
塀
の
内
と
か
、
竹
垣
の
内
と
か
何
と
か
に
長
く
伸
び
て
生

え
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
想
像
し
な
け
れ
ば
こ
の
景
色
が
何
だ
か
分
か
ら
ぬ

こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
こ
れ
を
言
い
か
え
て
み
れ
ば
、
古
び
た
貸
家
が
一
件

あ
る
、
そ
の
貸
家
の
表
に
は
貸
家
札
が
下
が
っ
て
い
る
、
そ
の
貸
家
の
庭
に

は
筍
が
人
が
取
ら
ぬ
た
め
に
伸
び
て
、
塀
の
上
に
ま
で
突
き
出
て
長
く
生
え
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て
い
る
。
そ
う
し
て
雨
が
ザ
ー
ザ
ー
降
っ
て
い
る
。
そ
こ
の
町
が
人
通
り
な

ど
も
た
く
さ
ん
あ
る
町
で
な
く
て
、
荒
れ
果
て
た
士
族
町
か
何
か
の
光
景
で

あ
る
。
ま
ず
か
く
の
ご
と
き
複
雑
な
景
色
が
ほ
と
ん
ど 

符  

牒 

ふ
ち
ょ
う

の
ご
と
く
、

「
町
淋
し
」
と
言
い
「
雨
の
筍
」
と
言
い
「
貸
家
札
」
と
言
っ
て
、
こ
れ
で

そ
の
景
色
を
想
像
し
ろ
と
い
っ
た
ふ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
も
ず
い
ぶ

ん
文
字
を
省
略
し
て
、
俳
句
独
特
の
想
像
に
ま
た
な
け
れ
ば
解
釈
の
で
き
な

い
句
で
あ
る
。

　
　
五

　
次
に
か
か
る
約
束
、
か
か
る
形
式
の
下
に
行
わ
れ
る
俳
句
の
特
別
の
趣
味
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と
い
う
も
の
を
一
、
二
説
明
す
れ
ば
、
そ
の
一
は
天
然
趣
味
と
い
う
よ
う
な

も
の
で
あ
る
。
小
説
と
か
そ
の
他
多
く
の
文
学
で
は
お
お
む
ね
人
間
と
い
う

も
の
が
そ
の
主
体
と
な
っ
て
、
人
間
と
い
う
ご
と
き
も
の
が
主
と
し
て
描
か

れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
人
事
と
い
う
も
の
は
複
雑
な
も
の
で

あ
っ
て
、
簡
単
に
表
し
て
は
と
う
て
い
そ
の
趣
を
十
分
に
伝
え
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
そ
れ
に
反
し
て
天
然
物
の
方
は
人
事
に
比
し
て
簡
単
で
あ
る
。
少

な
く
と
も
簡
単
に
表
し
て
な
お
そ
の
趣
を
伝
え
や
す
い
。
こ
れ
が
十
七
詩
た

る
俳
句
で
主
と
し
て
天
然
物
が
詠
ぜ
ら
れ
る
原
因
で
あ
っ
た
。
同
じ
短
い
詩

の
中
で
も
和
歌
に
く
ら
べ
て
も
、
中
国
の
詩
に
く
ら
べ
て
も
、
俳
句
ほ
ど
天

然
物
を
詠
ず
る
も
の
は
ほ
か
に
な
い
。
か
え
っ
て
文
字
で
表
す
詩
よ
り
も
色

で
表
す
絵
の
方
に
俳
句
に
近
い
よ
う
な
か
た
む
き
さ
え
あ
る
。
ま
た
仮
に
人

176俳句の作りよう



事
を
詠
ず
る
場
合
に
も
ほ
と
ん
ど
人
間
を
天
然
物
と
同
じ
よ
う
な
ふ
う
に
み

て
、
人
の
歩
く
の
も
、
蝶
ち
ょ
うが
飛
ぶ
の
も
、
人
が
涙
を
流
す
の
も
、
時
雨
し
ぐ
れ
が
降

る
の
も
同
じ
よ
う
に
観
察
す
る
傾
向
す
ら
で
き
て
い
る
。
こ
の
天
然
を
対
照

と
す
る
と
い
う
こ
と
は
俳
句
を
味
わ
う
者
の
誇
り
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、

ま
た
他
の
文
学
に
対
し
て
俳
句
が
そ
の
地
歩
を
占
め
て
い
る
重
要
な
る
一
特

徴
と
な
っ
て
い
る
。

　
こ
の
こ
と
も
ま
た
一
方
か
ら
解
釈
す
る
と
、
超
越
主
義
と
い
っ
た
よ
う
な

ふ
う
に
も
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
小
説
な
ど
で
は
人
間
の
研
究
と
い
う
こ
と

が
重
要
の
目
的
で
あ
っ
て
、
人
間
の
中
に
飛
び
込
ん
で
い
っ
て
深
く
観
察
し
、

あ
ま
ね
く
見
て
、
そ
う
し
て
人
と
と
も
に
泣
き
、
人
と
と
も
に
笑
う
と
い
う

よ
う
な
こ
と
を
す
る
の
が
目
的
に
な
っ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
俳
句
の
方
は
そ

177



こ
に
な
る
と
ま
っ
た
く
人
間
社
会
と
い
う
も
の
を
か
け
離
れ
て
、
格
段
に
高

い
地
位
に
自
分
を
お
い
て
、
人
間
を
も
前
言
っ
た
ご
と
く
天
然
物
と
同
一
に

見
て
、
俗
情
を
離
れ
て
観
察
す
る
よ
う
な
ふ
う
に
な
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
天

然
趣
味
を
鼓
吹
す
る
と
い
う
こ
と
は
や
が
て
人
生
に
対
し
て
超
越
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
ま
た
俳
句
が
他
の
文
学
に
比
較
し
て
格
段
の

見
地
を
有
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　
こ
の
超
越
と
い
う
こ
と
が
俳
句
の
も
っ
と
も
大
事
な
特
色
で
あ
る
に
か
か

わ
ら
ず
、
往
々
に
し
て
誤
る
よ
う
な
ふ
う
に
な
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
ほ

か
で
も
な
い
、
人
生
を
超
脱
す
る
と
い
う
の
は
、
深
く
人
生
そ
の
も
の
を
味

わ
い
、
苦
い
経
験
、
酸
っ
ぱ
い
経
験
を
積
ん
だ
上
で
超
脱
し
た
場
合
に
は
、

そ
こ
に
一
種
の
尊
敬
す
べ
き
底
光
の
あ
る
そ
の
人
の
見
地
と
い
う
も
の
が
で
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き
る
。
け
れ
ど
も
未いま
だ
人
生
に
対
し
て
経
験
も
な
く
辛
酸
も
舐な
め
な
い
で
、

つ
ま
り
若
い
時
分
か
ら
俳
句
を
作
っ
て
い
る
た
め
に
、
わ
け
も
分
か
ら
ず
に

人
生
を
俗
世
界
と
罵
の
の
しっ
て
、
そ
う
し
て
高
い
所
に
立
つ
と
い
う
ご
と
き
ふ
う

に
見
え
る
の
は
も
っ
と
も
よ
く
な
い
こ
と
で
あ
る
。
俳
句
が
だ
ん
だ
ん
俗
に

陥
っ
て
一
種
の
俳
人
臭
味
と
い
う
ご
と
き
臭
き
味
の
で
き
て
く
る
の
は
取
り

も
直
さ
ず
こ
の
根
底
の
な
い
超
脱
思
想
か
ら
く
る
の
だ
と
私
は
思
う
。

　
　
六

　
歴
史
か
ら
考
え
て
み
て
も
、
元
禄
の
芭
蕉
と
い
う
人
は
人
生
を
超
越
し
た

人
で
は
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
し
か
し
な
が
ら
こ
の
人
は
十
分
世
の
中
の
経
験
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を
経
て
き
た
人
で
あ
る
。
ま
た
ど
こ
ま
で
も
人
生
を
愚
に
し
な
か
っ
た
人
で

あ
る
。
そ
れ
に
付
随
し
て
お
っ
た
種
々
の
俳
人
も
多
く
は
人
生
を
離
れ
た
人

で
は
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
し
か
し
な
が
ら
そ
の
離
れ
る
以
前
に
は
人
世
に
対

し
て
種
々
の
経
歴
を
持
っ
て
い
る
人
が
多
か
っ
た
。
元
禄
の
俳
句
、
元
禄
の

俳
人
の
軽
浮
な
調
が
見
え
ぬ
の
は
こ
の
態
度
に
原
因
す
る
も
の
と
信
ず
る
。

と
こ
ろ
が
後
世
に
な
っ
て
く
る
と
い
う
と
俳
句
そ
の
も
の
の
方
が
ま
ず
そ
の

人
の
頭
を
支
配
し
て
、
俳
句
に
自
分
は
遊
ん
で
い
る
も
の
だ
か
ら
人
生
は
一

目
下
に
見
下
ろ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
人
生
と
い
う
も
の
は
俗
な
も
の
で
あ

る
と
い
う
よ
う
な
感
じ
が
主
と
な
っ
て
、
元
禄
の
芭
蕉
そ
の
他
が
決
し
て
軽け

   

蔑 

い
べ
つ
し
な
か
っ
た
人
生
を
、
芭
蕉
以
下
の
人
材
で
あ
る
に
拘
か
か
わら
ず
軽
々
し
く

こ
れ
を
軽
蔑
す
る
よ
う
な
ふ
う
が
み
え
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
風
儀
も
そ
の
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人
格
も
軽
薄
に
な
っ
て
、
俳
人
臭
と
い
う
一
種
の
臭
味
が
す
ぐ
人
の
鼻
を
う

つ
よ
う
に
な
る
。

　
蕪
村
は
大
家
で
あ
っ
た
し
、
ま
た
決
し
て
軽
薄
な
人
間
で
は
な
か
っ
た
に

拘
ら
ず
、
こ
れ
を
芭
蕉
に
く
ら
べ
て
み
る
と
ど
こ
と
な
く
シ
ッ
ト
リ
し
た
と

こ
ろ
が
欠
け
て
い
る
。
こ
れ
は
ど
う
か
と
い
え
ば
、
と
り
も
な
お
さ
ず
人
間

そ
の
も
の
を
視
る
こ
と
の
深
浅
に
因
る
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
も
し
蕪
村
に

し
て
十
分
人
生
を
研
究
し
、
人
生
を
尊
敬
し
た
上
で
、
あ
れ
だ
け
の
技
術
を

も
っ
て
お
っ
た
な
ら
ば
、
も
う
少
し
シ
ン
ミ
リ
と
人
を
感
動
さ
せ
、
十
分
芭

蕉
以
上
の
仕
事
を
し
て
お
っ
た
ろ
う
と
自
分
は
思
う
。
蕪
村
が
大
技
術
家
で

あ
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
芭
蕉
の
句
が
人
の
心
を
支
配
す
る
ほ
ど
支
配
す
る
こ

と
が
で
き
ぬ
の
は
、
ま
っ
た
く
こ
の
態
度
に
原
因
す
る
も
の
と
思
う
。
ま
し
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て
蕪
村
以
下
の
俳
人
に
あ
っ
て
は
、
器
用
は
十
分
器
用
だ
し
、
面
白
い
句
も

中
に
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
ど
こ
と
な
く
軽
浮
の
感
を
ま
ぬ
か
れ
な
い
。

　
近
代
の
俳
壇
で
も
正
岡
子
規
と
い
う
人
は
決
し
て
人
間
を
軽
蔑
し
な
か
っ

た
人
で
あ
る
。
人
間
社
会
を
く
だ
ら
な
い
も
の
と
し
て
頭
か
ら
見
下
ろ
し
て

お
っ
た
よ
う
な
人
で
は
な
か
っ
た
。
も
し
あ
の
人
に
し
て
健
康
が
許
す
な
ら

ば
、
社
会
の
人
と
し
て
働
く
考
え
す
ら
も
持
っ
て
お
っ
た
人
で
あ
っ
た
。
か

く
の
如
く
人
生
に
趣
味
を
も
ち
、
尊
敬
を
払
っ
て
お
っ
た
人
が
、
病
い
の
た

め
ま
た
自
己
の
文
学
の
た
め
に
人
生
を
離
れ
た
地
位
に
立
た
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
句
に
は
軽
薄
な
跡
が
少
し
も
み
え
な
い
。

シ
ッ
ト
リ
と
人
を
感
じ
さ
せ
る
点
に
あ
っ
て
は
蕪
村
よ
り
も
子
規
の
方
が
上

で
あ
る
と
自
分
は
信
ず
る
。
そ
の
点
に
お
い
て
は
元
禄
の
芭
蕉
に
次
ぐ
も
の
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と
い
っ
て
さ
し
つ
か
え
な
い
と
思
う
。

　
そ
う
し
て
子
規
以
外
に
も
今
日
の
俳
人
中
に
は
や
は
り
人
生
を
愚
に
せ
ず
、

人
生
に
対
し
て
相
当
の
熱
意
を
も
っ
て
お
り
な
が
ら
、
そ
の
半
面
に
超
脱
し

た
世
界
に
遊
ぶ
ご
と
き
考
え
で
俳
句
を
作
っ
て
い
る
人
も
少
な
く
は
な
い
。

こ
れ
ら
の
人
の
句
は
ど
こ
と
な
く
落
ち
着
き
が
あ
っ
て
、
発
句
が
下
手
に
か

か
わ
ら
ず
な
お
相
当
の
尊
敬
を
払
う
に
た
る
と
思
う
。
け
れ
ど
も
中
に
は
ま

た
頭
か
ら
人
生
を
俗
世
界
と
罵
っ
て
、
本
当
に
人
生
が
分
か
ら
ぬ
く
せ
に
な

お
自
ら
高
く
お
り
、
し
か
も
自
分
は
人
生
を
超
脱
し
た
詩
人
で
あ
る
と
い
う

こ
と
を
も
っ
て
自
認
し
て
い
る
よ
う
な
人
々
も
見
受
け
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は

や
が
て
そ
の
俳
句
に
軽
浮
な
跡
が
み
え
て
、
第
二
の
墜
落
時
代
を
招
致
す
る

原
因
に
な
ろ
う
か
と
自
分
は
思
う
。
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七

　
人
生
と
い
う
も
の
は
あ
る
意
味
に
お
い
て
随
分
俗
な
も
の
と
も
い
う
こ
と

が
で
き
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
な
が
ら
我
々
の
祖
先
が
生
活
し
て
お
っ
た
の

も
人
生
、
我
々
の
父
母
が
生
活
し
て
お
っ
た
の
も
人
生
、
我
々
の
兄
弟
が
生

活
し
て
い
る
の
も
人
生
、
ま
た
自
身
が
生
活
し
て
い
る
の
も
人
生
、
己
の
子

供
が
や
が
て
生
活
す
る
と
こ
ろ
も
人
生
で
あ
る
。
俳
人
ど
も
が
集
ま
っ
て
と

も
に
俳
句
を
作
る
そ
の
場
所
も
ま
た
人
生
の
一
部
分
で
あ
る
。
人
生
を
脱
離

し
て
超
越
し
て
い
る
と
考
え
な
が
ら
も
、
や
が
て
人
生
の
波
瀾
は
ら
ん
の
中
に
巻
き

込
ま
れ
て
い
る
の
が
普
通
の
状
態
で
あ
る
。
人
生
を
脱
離
し
た
ご
と
く
考
え
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て
い
る
の
が
や
が
て
人
生
の
渦
中
に
立
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
人
生

を
一
通
り
越
し
て
か
ら
後
に
、
振
り
返
っ
て
一
歩
高
い
所
に
立
つ
人
は
、
そ

れ
だ
け
の
経
歴
を
経
、
そ
れ
だ
け
の
見
識
が
で
き
て
か
ら
で
あ
る
か
ら
し
て
、

そ
れ
は
先
覚
者
と
し
て
相
当
の
尊
敬
を
払
う
こ
と
も
で
き
る
が
、
し
か
し
ま

た 

黄  

口 

こ
う
こ
う

の
児じ
で
あ
り
な
が
ら
、
お
尻しり
に
卵
の
殻
が
く
っ
付
い
て
い
る
ご
と

き  

境    

界  

き
ょ
う
が
い

で
あ
る
の
に
か
か
わ
ら
ず
、
ほ
し
い
ま
ま
に
人
生
を
脱
離
し
た

ご
と
く
考
え
て
い
る
と
い
う
の
は
片
腹
痛
い
感
じ
が
し
て
、
そ
の
人
の
た
め

に
甚
だ
取
ら
ぬ
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
し
か
し
空
論
で
は
な
い
、
実
際
そ
の

人
の
作
っ
た
句
を
み
る
と
す
ぐ
そ
れ
が
分
か
る
。
例
え
ば
芭
蕉
の
句
に
な
る

と
つ
ま
ら
ぬ
句
も
随
分
沢
山
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
つ
ま
ら
ぬ
と
い
う

の
は
表
面
が
つ
ま
ら
ぬ
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
句
を
通
し
て
背
後
に
は
一
種
の
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後
光
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
あ
た
か
も
仏
様
の
後
に
あ
る
光
背
の
ご
と
き

も
の
が
そ
こ
に
あ
る
。
上
っ
面
は
平
凡
な
句
で
あ
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
何
遍

も
味
わ
っ
て
み
る
と
シ
ッ
ト
リ
と
底
の
方
か
ら
味
が
滲にじ
み
出
し
て
く
る
ご
と

く
感
じ
ら
れ
る
の
は
、
す
な
わ
ち
こ
の
仏
様
の
光
背
に
当
た
る
と
こ
ろ
で
、

余
は
こ
れ
を
背
景
の
あ
る
俳
句
と
呼
び
た
い
と
思
う
。
こ
の
背
景
の
あ
る
俳

句
は
い
く
ら
た
っ
て
も
そ
の
味
は
失う
せ
な
い
。
け
れ
ど
も
上
っ
面
が
テ
カ
テ

カ
光
っ
て
い
て
、
一
読
し
て
面
白
い
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
句
は
、
長
く
味
わ

っ
て
い
る
中
に
飽
き
が
く
る
。
あ
た
か
も 

錦  

絵 

に
し
き
え

を
見
る
よ
う
な
も
の
で
、

そ
の
色
彩
は
人
の
眼
を
射
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
背
後
に
は
何
物
も
な
い
。

こ
の
背
景
の
あ
る
句
と
背
景
の
な
い
句
と
は
、
前
に
言
っ
た
作
者
の
人
生
観

の
相
違
に
基
因
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
作
者
が
シ
ッ
ト
リ
し
た
人
で
あ
る
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と
い
う
と
、
つ
ま
ら
ぬ
も
の
を
見
る
中
に
も
お
の
ず
か
ら
そ
の
心
の
中
に
種

々
の
働
き
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
知
ら
ず
識し
ら
ず
そ
の
上
に
現
れ
て
い
る
。
だ

か
ら
つ
ま
ら
ぬ
景
色
を
叙
し
た
つ
ま
ら
ぬ
句
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
背
後
に
は

そ
の
頭
の
中
の
働
き
と
い
う
も
の
が
自
然
自
然
に
現
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
背

景
の
あ
る
句
と
し
て
の
価
値
の
あ
る
ゆ
え
ん
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
け
れ

ど
も
人
生
を
頭
か
ら
軽
蔑
し
て
い
る
よ
う
な
人
に
は
そ
の
頭
の
中
に
深
い
深

い
味
と
い
う
も
の
が
な
い
。
だ
か
ら
い
か
に
面
白
い
景
色
を
見
つ
け
て
面
白

く
表
現
し
た
に
か
か
わ
ら
ず
そ
の
句
に
は
、
ど
こ
と
な
く
深
み
が
な
く
て
錦

絵
の
ご
と
く
派
手
な
と
こ
ろ
ば
か
り
が
人
の
眼
に
留
る
よ
う
に
な
る
。

　
何
も
天
然
物
を
詠
ず
る
上
に
お
い
て
人
生
と
い
う
も
の
に
趣
味
を
持
と
う

が
持
つ
ま
い
が
、
そ
れ
は
問
題
に
な
ら
ぬ
で
は
な
い
か
と
い
う
人
が
あ
る
か
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も
し
れ
ぬ
が
、
し
か
し
同
じ
一
輪
の
落
椿
を
見
て
も
ま
た
一
羽
の 

揚 

雲 

雀 

あ
げ
ひ
ば
り

を
見
て
も
、
そ
こ
に
そ
の
人
が
人
生
に
対
し
て
深
い
味
を
持
っ
て
い
る
人
と
、

持
た
な
い
人
に
と
っ
て
は
大
変
な
相
違
が
あ
る
。
決
し
て
俳
句
を
作
る
上
に

お
い
て
陳
腐
な
平
凡
な
主
観
を
暴
露
し
た
月
並
的
な
句
を
作
れ
と
強
い
る
わ

け
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
簡
単
な
景
色
を
叙
す
る
上
に
お
い
て
も
、
わ
ず
か

に
一
字
一
句
の
上
に
そ
の
作
者
の
頭
の
味
と
い
う
も
の
は
知
ら
ず
識
ら
ず
の

間
に
現
れ
て
く
る
。
叙
す
る
方
は
さ
て
お
い
て
、
そ
の
景
色
を
見
る
上
に
お

い
て
も
十
分
そ
の
頭
の
働
き
と
い
う
も
の
は
現
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
単
に
雲

雀
が
揚
が
る
の
が
面
白
い
と
し
て
揚
雲
雀
を
見
る
人
と
、
そ
こ
に
深
い
、
人

生
に
対
す
る
あ
る
心
持
と
い
う
も
の
を
土
台
に
お
い
て
、
そ
の
土
台
の
上
に

お
い
て
揚
雲
雀
の
揚
が
る
の
を
見
る
人
と
は
、
同
じ
揚
が
り
具
合
を
観
察
す
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る
上
に
お
い
て
も
大
変
な
相
違
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
シ
ッ
ト
リ
し
た

心
持
と
い
う
も
の
は
外
か
ら
来
る
の
で
は
な
い
。
半
ば
そ
の
人
の
先
天
的
の

性
質
に
も
よ
る
が
、
半
ば
人
生
そ
の
も
の
に
対
す
る
感
じ
の
浅
深
、
厚
薄
に

よ
る
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

　
　
八

　
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
以
上
の
簡
単
な
叙
説
で
は
尽
き
な
い
け
れ
ど
も
、

つ
い
で
で
あ
っ
た
か
ら
し
て
背
景
の
あ
る
句
と
い
う
こ
と
を
私
は
特
に
尊
重

す
る
と
い
う
こ
と
を
こ
こ
で
述
べ
て
お
く
。

　
か
く
の
如
く
論
じ
て
く
る
と
、
今
の
新
派
の
俳
人
中
に
も
、
君
の
議
論
は
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月
並
に
近
い
と
い
う
よ
う
な
非
難
を
す
る
人
が
起
こ
っ
て
来
る
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
な
が
ら
月
並
と
こ
の
背
景
の
あ
る
句
と
い
う
間
に
は
非
常
な
径け

   

庭 

い
て
い
が
あ
る
。
簡
単
に
月
並
の
句
そ
の
も
の
の
説
明
を
し
か
た
が
た
そ
の
差

異
を
述
べ
て
み
よ
う
な
ら
ば
、
月
並
の
句
の
方
は
作
者
の
主
観
を
む
き
だ
し

に
出
す
。
そ
の
主
観
と
い
う
の
も
極
め
て
小
さ
い
主
観
で
、
理
屈
っ
ぽ
い
主

観
で
、
ま
た
平
凡
な
主
観
で
、
ま
た
陳
腐
な
主
観
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の

背
景
あ
る
芭
蕉
な
ど
の
句
に
な
る
と
そ
の
主
観
を
決
し
て
暴
露
は
し
な
い
。

シ
ッ
ト
リ
と
頭
の
中
に
包
ん
で
お
い
て
、
句
の
上
に
は
そ
れ
を
あ
か
ら
さ
ま

に
は
出
さ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
句
を
通
じ
て
自
ら
窺
う
か
がわ
れ
る
と
い
う

よ
う
な
わ
け
あ
い
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
そ
の
主
観
は
小
主
観
で
は
な
い
、

深
い
厚
い
主
観
で
あ
る
。
ま
た 

斬  

新 

ざ
ん
し
ん

な
主
観
で
あ
る
。
月
並
の
句
と
こ
の
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背
景
あ
る
句
と
が
往
々
に
し
て
誤
ら
れ
や
す
き
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
間
に

は
非
常
な
る
相
違
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
月
並
の
句
に
な
る
と
足た
袋び
屋
の
隠

居
さ
ん
と
か
、
床
屋
の
亭
主
と
か
い
う
も
の
が
、
極
め
て
卑
近
な
考
え
で
人

生
な
り
景
色
な
り
を
み
て
、
そ
の
極
め
て
卑
近
な
人
生
観
を
土
台
に
し
て
、

そ
の
人
生
観
を
句
の
上
に
暴
露
し
て
句
を
作
る
。
か
く
の
如
き
は
決
し
て
背

景
あ
る
句
と
い
う
べ
か
ら
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
最
下
等
の
句
と
い
っ
て
よ
い

こ
と
に
な
る
。
け
れ
ど
も
芭
蕉
な
ど
の
句
に
な
る
と
、
深
く
考
え
、
深
く
思

っ
た
も
の
が
芭
蕉
の
頭
に
存
在
し
て
い
て
、
芭
蕉
が
発
句
を
作
る
場
合
に
は

そ
の
主
観
と
い
う
も
の
は
た
や
す
く
句
の
上
に
は
出
て
こ
な
い
。
た
だ
単
純

な
る
景
色
を
叙
し
た
句
で
あ
り
、
単
純
な
人
生
を
詠
じ
た
句
で
あ
っ
て
も
そ

の
考
え
は
一
度
そ
の
頭
の
奥
深
く
潜
ん
で
い
る
主
観
を
通
じ
て
き
た
も
の
で
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あ
る
こ
と
だ
け
が
大
な
る
特
色
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
独
特
の
光
も
あ
り
、
独

特
の
響
き
も
あ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
芭
蕉
の
主
観
は
床
屋
の
親
爺
お
や
じ
な
ど
の
習

慣
と
は
違
っ
て
哲
人
の
主
観
と
い
っ
て
も
よ
い
ほ
ど
の
も
の
で
あ
る
か
ら
し

て
、
誰
が
そ
の
句
を
読
ん
で
み
て
も
、
あ
り
ふ
れ
た
小
理
屈
を
言
っ
た
も
の

と
は
思
う
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
も
っ
と
も
芭
蕉
の
句
の
中
に
で
も
往
々
に
し
て
は
後
世
の
月
並
句
の
源
流

を
な
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
句
が
あ
る
。
正
岡
子
規
な
ど
は
ほ
と
ん

ど
芭
蕉
の
大
半
の
句
は
皆
駄
目
だ
と
い
っ
て
攻
撃
し
た
こ
と
も
あ
る
が
、
し

か
し
そ
の
子
規
の
攻
撃
し
た
句
中
に
も
公
平
な
眼
を
持
っ
て
み
れ
ば
な
お
相

当
の
尊
敬
を
払
う
べ
き
句
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
け
れ
ど
も
そ
の
一
半

に
は
月
並
句
の
源
流
を
な
し
た
と
思
わ
れ
る
句
が
な
い
の
で
も
な
い
。
こ
れ
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は
芭
蕉
が
え
ら
い
に
か
か
わ
ら
ず
や
は
り
そ
の
主
観
が
句
の
上
に
暴
露
さ
れ

て
、
平
凡
陳
腐
な
域
を
脱
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
よ
う
な
場
合
で
あ
ろ

う
と
思
う
。
後
世
の
月
並
家
が
尊
重
す
る
芭
蕉
の
句
と
い
う
の
に
は
こ
の
主

観
を
暴
露
し
た
句
の
方
が
多
く
て
、
か
え
っ
て
大
主
観
の
潜
ん
で
い
る
背
景

あ
る
句
の
方
は
俗
人
の
眼
に
映
ぜ
ぬ
こ
と
が
多
い
。
こ
れ
を
特
別
に
分
解
し

て
芭
蕉
の
長
所
を
発
揮
し
た
の
は
子
規
そ
の
人
の
功
労
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、

し
か
し
子
規
そ
の
人
は
特
に
客
観
の
句
の
方
を
尊
重
し
て
、
こ
の
背
景
あ
る

句
と
い
う
も
の
を
唱
道
し
な
か
っ
た
の
は
、
時
勢
の
必
要
に
応
じ
た
た
め
で

も
あ
っ
た
ろ
う
が
、
け
れ
ど
も
今
日
の
我
々
か
ら
見
れ
ば
あ
き
た
ら
ぬ
感
じ

が
す
る
。
子
規
君
の
客
観
論
に
よ
る
と
芭
蕉
よ
り
も
蕪
村
の
方
が
え
ら
く
な

っ
て
こ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
今
日
我
々
か
ら
み
る
と
蕪
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村
は
と
て
も
芭
蕉
に
及
ば
な
い
。
蕪
村
が
芭
蕉
に
及
ば
ぬ
の
は
と
り
も
な
お

さ
ず
こ
の
背
景
論
に
よ
っ
て
解
釈
が
で
き
る
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　
　
九

　
月
並
の
論
を
や
ろ
う
と
思
え
ば
こ
れ
だ
け
で
も
、
な
か
な
か
大
し
た
議
論

に
な
る
の
で
あ
る
が
、
さ
き
ほ
ど
言
っ
た
小
主
観
の
暴
露
と
い
う
こ
と
が
月

並
の
一
番
大
き
な
特
色
だ
と
自
分
は
思
う
。

　
そ
こ
で
こ
の
ご
ろ
月
並
論
が
あ
ま
り
盛
ん
で
な
い
。
以
前
は
随
分
盛
ん
で

あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
ご
ろ
は
あ
ま
り
月
並
論
を
し
な
い
の
は
ど
う

い
う
わ
け
で
あ
る
か
と
言
っ
て
不
審
を
す
る
人
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
や
は
り
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時
世
の
変
遷
に
伴
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
月
並
論
は
今
日
に
お
い
て
も
な
お
繰

り
返
す
必
要
が
全
く
な
い
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
月
並
論
よ

り
も
よ
り
多
く
大
切
な
議
論
が
た
く
さ
ん
あ
る
た
め
に
、
ほ
と
ん
ど
月
並
論

を
な
す
い
と
ま
が
な
い
と
い
っ
て
も
い
い
わ
け
な
の
で
あ
る
。

　
さ
て
今
日
の
議
論
は
何
が
一
番
必
要
か
と
言
え
ば
、
も
は
や
俳
句
そ
の
も

の
の
圏
内
の
議
論
で
は
な
く
て
、
俳
句
と
他
の
文
学
と
の
比
較
論
と
言
っ
て

も
よ
い
点
ま
で
足
を
進
め
て
い
る
と
思
う
。
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
俳
句

と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
議
論
だ
と
思
わ
れ
る
。
従
来
俳
句
と
い
う
単
に
十

七
字
の
中
で
養
わ
れ
て
き
た
も
の
、
そ
の
格
段
な
る
も
の
、
言
い
か
え
れ
ば

東
洋
的
な
も
の
。
ま
た
日
本
人
に
よ
っ
て
特
別
に
養
わ
れ
来
っ
た
も
の
。
西

洋
人
の
経
験
な
き
も
の
。
こ
の
俳
句
と
は
何
ぞ
や
と
い
う
こ
と
が
、
今
日
の
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最
も
重
要
の
論
題
で
あ
ろ
う
と
自
分
は
思
う
。
（
大
正
三
年
稿
）
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