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こ
こ
に
花
山
か
ざ
ん
と
い
へ
る
盲
目
の
俳
士
あ
り
。 

望  

一 

も
う
い
ち

の
流
れ
を
汲く
む
と

　
　
に
は
あ
ら
で
た
だ
発ほ
句く
を
な
ん
詠よ
み
出い
で
け
る
。
や
う
や
う
に
こ
の
わ

　
　
ざ
を
試
み
て
よ
り
半
年
に
足
ら
ぬ
ほ
ど
に
、
そ
の
声 

鏗  

鏘 

こ
う
そ
う

と
し
て
聞

　
　
く
者
耳
を
欹
そ
ば
だつ
。
一
夜
我
が 

仮 

住 

居 

か
り
ず
ま
い

を
お
と
づ
れ
て
共
に
虫
の
音ね
を

　
　
愛め
づ
る
つ
い
で
に
、
我
も
発
句
と
い
ふ
も
の
を
詠
ま
ん
と
は
す
れ
ど
た

　
　
よ
る
べ
き
す
ぢ
も
な
し
、
君きみ
わ
が
た
め
に
心
得
と
な
る
べ
き
く
だ
り
く

　
　
だ
り
を
書
き
て
ん
や
と
せ
つ
に
請こ
ふ
。
答
へ
て
、
君
が
言げん
好よ
し
、
昔
は

　
　
目
な
し
ど
ち
目
な
し
ど
ち
後
に
つ
い
て
来
ま
せ
と
か
聞
き
ぬ
、
わ
れ
さ

　
　
る
ひ
じ
り
を
学
ぶ
と
は
な
け
れ
ど
覚
え
た
る
限
り
は
ひ
が
言ごと
ま
じ
り
に

　
　
伝
へ
ん
、
な
か
な
か
に
耳
に
も
つ
ぱ
ら
な
る
こ
そ  

正    

覚  

し
ょ
う
が
く

の
た
よ
り
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な
る
べ
け
れ
、
い
ざ
い
ざ
と
筆
を
は
し
ら
し
僅わず
か
に
そ
の
綱
目
ば
か
り

　
　
を
挙あ
げ
て
こ
れ
を  

松 

風 

会 

諸 

子  

し
ょ
う
ふ
う
か
い
し
ょ
し

に
い
た
す
。
諸
子
幸
ひ
に
こ
れ
を

　
　
花
山
子
に
伝
へ
て
よ
。

　
　
　
　
第
一
　
俳
句
の
標
準

一
、
俳
句
は
文
学
の
一
部
な
り
。
文
学
は
美
術
の
一
部
な
り
。
故
に
美
の
標

　
準
は
文
学
の
標
準
な
り
。
文
学
の
標
準
は
俳
句
の
標
準
な
り
。
即
す
な
わち
絵
画

　
も
彫
刻
も
音
楽
も
演
劇
も
詩
歌
小
説
も
皆
同
一
の
標
準
を
以もっ
て
論
評
し
得

　
べ
し
。

一
、
美
は
比
較
的
な
り
、
絶
対
的
に
非あら
ず
。
故ゆえ
に
一
首
の
詩
、 

一  

幅 

い
っ
ぷ
く

の
画
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を
取とっ
て
美
不
美
を
言
ふ
べ
か
ら
ず
。
も
し
こ
れ
を
言
ふ
時
は 

胸  

裡 

き
ょ
う
り

に
記

　
憶
し
た
る
幾
多
の
詩
画
を
取
て 

暗  

々 

あ
ん
あ
ん

に
比
較
し
て
言
ふ
の
み
。

一
、
美
の
標
準
は
各
個
の
感
情
に
存
す
。
各
個
の
感
情
は
各
個
別
な
り
。
故

　
に
美
の
標
準
も
ま
た
各
個
別
な
り
。
ま
た
同
一
の
人
に
し
て
時
に
従
つ
て

　
感
情 

相  

異 

あ
い
こ
と

な
る
あ
り
。
故
に
同
一
の
人
ま
た
時
に
従
つ
て
美
の
標
準
を

　
異
に
す
。

一
、
美
の
標
準
を
以
て
各
個
の
感
情
に
存
す
と
せ
ば
、
先
天
的
に
存
在
す
る

　
美
の
標
準
な
る
も
の
あ
る
な
し
。
も
し
先
天
的
に
存
在
す
る
美
の
標
準

　
（
あ
る
い
は 

正  

鵠 

せ
い
こ
く

を
得
た
る
美
の
標
準
）
あ
り
と
す
る
も
、
そ
の
標
準

　
の
如
何
い
か
ん
は
知
る
べ
か
ら
ず
。
従
つ
て
各
個
の
標
準
と
如
何
の
同
異
あ
る
か

　
知
る
べ
か
ら
ず
。
即
ち
先
天
的
標
準
な
る
も
の
は
吾
人
ご
じ
ん
の
美
術
と
何
ら
の
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関
係
を
有
せ
ざ
る
な
り
。

一
、
各
個
の
美
の
標
準
を
比
較
す
れ
ば
大
同
の
中
に
小
異
な
る
あ
り
、
大
異

　
の
中
に
小
同
な
る
あ
り
と
い
へ
ど
も
、
種
々
の
事
実
よ
り
帰
納
す
れ
ば
全

　
体
の
上
に
お
い
て
永
久
の
上
に
お
い
て
ほ
ぼ
同
一
方
向
に
進
む
を
見
る
。

　
譬たと
へ
ば
船
舶
の
南
半
球
よ
り
北
半
球
に
向
ふ
者
、
一
は
北
東
に
向
ひ
一
は

　
北
西
に
向
ひ
、
時
あ
り
て
正
東
正
西
に
向
ひ
時
あ
り
て
南
に
向
ふ
も
あ
れ

　
ど
、
そ
の
結
果
を
概
括
し
て
見
れ
ば
皆
南
よ
り
北
に
向
ふ
が
如ごと
し
。
こ
の

　
方
向
を
指
し
て
先
天
的
美
の
標
準
と
名
づ
け
得う
べ
く
ば
則
す
な
わち
名
づ
く
べ
し
。

　
今
仮か
り
に
概
括
的
美
の
標
準
と
名
づ
く
。

一
、
同
一
の
人
に
し
て
時
に
従
ひ
美
の
標
準
を
異
に
す
れ
ば
、
一
般
に
後
時

　
の
標
準
は
概
括
的
標
準
に
近
似
す
る
者
な
り
。
同
時
代
の
人
に
し
て
各
個
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美
の
標
準
を
異
に
す
れ
ば
、
一
般
に
学
問
知
識
あ
る
者
の
標
準
は
概
括
的

　
標
準
に
近
似
す
る
者
な
り
。
但ただ
し
特
別
の
場
合
に
は
必
ず
し
も
此かく
の
如
く

　
な
ら
ず
。

　
　
　
　
第
二
　
俳
句
と
他
の
文
学

一
、
俳
句
と
他
の
文
学
と
の
区
別
は
そ
の
音
調
の
異
な
る
処
に
あ
り
。
他
の

　
文
学
に
は
一
定
せ
る
音
調
あ
る
も
あ
り
、
な
き
も
あ
り
。
し
か
し
て
俳
句

　
に
は
一
定
せ
る
音
調
あ
り
。
そ
の
音
調
は
普
通
に
五
音
七
音
五
音
の
三
句

　
を
以
て
一
首
と
為な
す
と
い
へ
ど
も
、
あ
る
い
は
六
音
七
音
五
音
な
る
あ
り
、

　
あ
る
い
は
五
音
八
音
五
音
な
る
あ
り
、
あ
る
い
は
六
音
八
音
五
音
な
る
あ
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り
、
そ
の
他
無
数
の
小
異
あ
り
。
故
に
俳
句
と
他
の
文
学
と
は
厳
密
に
区

　
別
す
べ
か
ら
ず
。

一
、
俳
句
と
他
の
文
学
と
の
音
調
を
比
較
し
て
優
劣
あ
る
な
し
。
た
だ
風
詠

　
す
る
事
物
に
因よ
り
て
音
調
の
適
否
あ
る
の
み
。
例
へ
ば
複
雑
せ
る
事
物
は

　
小
説
ま
た
は
長
篇
の
韻
文
に
適
し
、
単
純
な
る
事
物
は
俳
句
和
歌
ま
た
は

　
短
篇
の
韻
文
に
適
す
。 
簡  

樸 
か
ん
ぼ
く

な
る
は
漢
土
の
詩
の
長
所
な
り
、
精
緻
せ
い
ち
な

　
る
は
欧
米
の
詩
の
長
所
な
り
、
優
柔
な
る
は
和
歌
の
長
所
な
り
、
軽
妙
な

　
る
は
俳
句
の
長
所
な
り
。
し
か
れ
ど
も
俳
句
全
く
簡
樸
、
精
緻
、
優
柔
を

　
欠
く
に
非
ず
、
他
の
文
学
ま
た
然しか
り
。

一
、
美
の
標
準
は
美
の
感
情
に
あ
り
。
故
に
美
の
感
情
以
外
の
事
物
は
美
の

　
標
準
に
影
響
せ
ず
。
多
数
の
人
が
賞
美
す
る
者
必
ず
し
も
美
な
ら
ず
、
上

8俳諧大要



　
等
社
会
に
行
は
る
る
者
必
ず
し
も
美
な
ら
ず
、  

上    

世  

じ
ょ
う
せ
い

に
作
為
せ
し
者

　
必
ず
し
も
美
な
ら
ず
。
故
に
俳
句
は
一
般
に
弄
も
て
あ
そば
る
る
が
故
に
美
な
ら
ず
、

　
下
等
社
会
に
行
は
る
る
が
故
に
不
美
な
ら
ず
。
自
己
の
作
な
る
が
故
に
美

　
な
ら
ず
、 
今  

人 
こ
ん
じ
ん

の
作
が
故
に
不
美
な
ら
ず
。

一
、
一
般
に
俳
句
と
他
の
文
学
と
を
比
し
て
優
劣
あ
る
な
し
。
漢
詩
を
作
る

　
者
は
漢
詩
を
以
て
最
上
の
文
学
と
為
し
、
和
歌
を
作
る
者
は
和
歌
を
以
て

　
最
上
の
文
学
と
為
し
、
戯
曲
小
説
を
好
む
者
は
戯
曲
小
説
を
以
て
最
上
の

　
文
学
と
為
す
。
し
か
れ
ど
も
こ
れ 

一 

家 

言 

い
っ
か
げ
ん

の
み
。
俳
句
を
以
て
最
上
の

　
文
学
と
為
す
者
は
同
じ
く
一
家
言
な
り
と
い
へ
ど
も
、
俳
句
も
ま
た
文
学

　
の
一
部
を
占
め
て
敢あえ
て
他
の
文
学
に
劣
る
な
し
。
こ
れ
概
括
的
標
準
に
照
て
ら

　
し
て
自
お
の
ず
から
然
る
を
覚
ゆ
。
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第
三
　
俳
句
の
種
類

一
、
俳
句
の
種
類
は
文
学
の
種
類
と
ほ
ぼ
相
同
じ
。

一
、
俳
句
の
種
類
は
種
々
な
る
点
よ
り
類
別
し
得
べ
し
。

一
、
俳
句
を
分
ち
て
意
匠
及
び
言
語
（
古
人
の
い
は
ゆ
る
心
及
び
姿
）
と
す
。

　 

意  

匠 

い
し
ょ
う

に
巧
拙
あ
り
、
言
語
に
巧
拙
あ
り
。
一
に
巧
に
し
て
他
に
拙
な
る

　
者
あ
り
、
両
者
共
に
巧
な
る
者
あ
り
、
両
者
共
に
拙
な
る
者
あ
り
。

一
、
意
匠
と
言
語
と
を
比
較
し
て
優
劣
先
後
あ
る
な
し
。
た
だ
意
匠
の
美
を

　
以
て
勝まさ
る
者
あ
り
、
言
語
の
美
を
以
て
勝
る
者
あ
り
。

一
、
意
匠
に 

勁  

健 

け
い
け
ん

な
る
あ
り
、
優
柔
な
る
あ
り
、
壮
大
な
る
あ
り
、 

細  

さ
い
せ
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繊 ん
な
る
あ
り
、
雅
樸
が
ぼ
く
な
る
あ
り
、 

婉  

麗 

え
ん
れ
い

な
る
あ
り
、 

幽  

遠 

ゆ
う
え
ん

な
る
あ
り
、

　
平
易
な
る
あ
り
、  

荘    

重  

そ
う
ち
ょ
う

な
る
あ
り
、
軽
快
な
る
あ
り
、
奇
警
き
け
い
な
る
あ

　
り
、 
淡  
泊 
た
ん
ぱ
く

な
る
あ
り
、
複
雑
な
る
あ
り
、
単
純
な
る
あ
り
、
真ま
面じ
目め
な

　
る
あ
り
、 
滑  

稽  

突  

梯 
こ
っ
け
い
と
っ
て
い

な
る
あ
り
、
そ
の
他
区
別
し
来きた
れ
ば
千
種 

万  

ば
ん
よ

　
様 う
あ
る
べ
し
。

一
、
言
語
に
区
別
あ
る
は
意
匠
に
区
別
あ
る
が
如
し
。
勁
健
な
る
意
匠
に
は

　
勁
健
な
る
言
語
を
用
ゐ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
優
柔
な
る
意
匠
に
は
優
柔
な
る

　
言
語
を
用
ゐ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
雅
樸
な
る
言
語
は
雅
樸
な
る
意
匠
に
適
し
、

　
平
易
な
る
言
語
は
平
易
な
る
意
匠
に
適
す
。
そ
の
他
皆
然
り
。

一
、
意
匠
に
主
観
的
な
る
あ
り
、
客
観
的
な
る
あ
り
。
主
観
的
と
は
心
中
の

　
状
況
を
詠
じ
、
客
観
的
と
は
心
象
に
写うつ
り
来
り
し
客
観
的
の
事
物
を
そ
の
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ま
ま
に
詠
ず
る
な
り
。

一
、
意
匠
に
天
然
的
な
る
あ
り
、
人
事
的
な
る
あ
り
。
人
事
的
と
は
人
間
万

　
般
の
事
物
を
詠
じ
、
天
然
的
と
は
天
文
、
地
理
、
生
物
、
礦
物
等
、
総すべ
て

　
人
事
以
外
の
事
物
を
詠
ず
る
な
り
。

一
、
以
上
各
種
の
区
別
皆
優
劣
あ
る
な
し
。

一
、
以
上
各
種
の
区
別
皆
比
較
的
の
区
別
の
み
。
故
に
厳
密
に
そ
の
区
域
を

　
限
る
べ
か
ら
ず
。

一
、
一
人
に
し
て
各
種
の
変
化
を
為
す
者
あ
り
、
一
人
に
し
て
一
種
に
長
ず

　
る
者
あ
り
。

　
　
　
　
第
四
　
俳
句
と
四
季
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一
、
俳
句
に
は
多
く
四
季
の
題
目
を
詠
ず
。
四
季
の
題
目
な
き
も
の
を
雑ぞう
と

　
言
ふ
。

一
、
俳
句
に
お
け
る
四
季
の
題
目
は
和
歌
よ
り
出
で
て
更さら
に
そ
の
区
域
を
広

　
く
し
た
り
。
和
歌
に
あ
り
て
は
題
目
の
数 

僅  

々 

き
ん
き
ん

一
百
に
上のぼ
ら
ず
。
俳
句

　
に
あ
り
て
は
数
百
の
多
き
に
及
べ
り
。

一
、
俳
句
に
お
け
る
四
季
の
題
目
は
和
歌
よ
り
出
で
て
更
に
そ
の
意
味
を
深

　
く
し
た
り
。
例
へ
ば
「
涼
し
」
と
言
へ
る
語
は
和
歌
に
は
夏
に
も
用
ゐ
ま

　
た  

秋    

涼  

し
ゅ
う
り
ょ
う
に
も
多
く
用
ゐ
た
る
を
、
俳
句
に
は
全
く
夏
に
限
り
た
る
語

　
と
し
、
秋
涼
の
意
に
は
初
涼
、
新
涼
等
の
語
を
用
ゐ
し
が
、
今
は
漸
よ
う
やく
に

　
そ
の
語
も
廃すた
れ
涼
の
字
は
た
だ
夏
季
専
用
の
者
と
為
れ
り
。
即
ち
一
題
の
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区
域
は
縮
小
し
た
る
と
共
に
そ
の
意
味
は
深
長
と
為
り
た
る
な
り
。

一
、
単
に
月
と
称
す
れ
ば
和
歌
に
て
は
雑
と
な
る
べ
し
。
俳
句
に
て
は
秋
季

　
と
な
る
な
り
。
時
雨
し
ぐ
れ
は
和
歌
に
て
は
晩
秋
初
冬
共
に
こ
れ
を
用
う
。
殊こと
に

　
時
雨
を
以
て
木
葉
こ
の
は
を
染そ
む
る
の
意
に
用
う
。
俳
句
に
て
は
時
雨
は
初
冬
に

　
限
れ
り
。
従
ひ
て
木
葉
を
染
む
る
の
意
に
用
う
る
者
殆ほと
ん
ど
こ
れ
な
し
。

　
霜しも
は
和
歌
に
て
は
晩
秋
よ
り
こ
れ
を
用
ゐ
、
ま
た 

紅  

葉 

こ
う
よ
う

を
促
す
の
一
原

　
因
と
す
。
俳
句
に
て
は
霜
は
三
冬
に
通
じ
て
用
う
れ
ど
晩
秋
に
は
こ
れ
を

　
用
ゐ
ず
。
従
ひ
て
紅
葉
を
促
す
の
一
原
因
と
な
さ
ず
。
俳
句
季
寄
き
よ
せ
の
書
に

　
は  

秋    

霜  

し
ゅ
う
そ
う

の
題
を
設
く
と
い
へ
ど
も
、
そ
の
作
例
は
殆
ん
ど
見
る
な
し
。

　一
、
梧
桐
ご
ど
う 

一  

葉 

い
ち
よ
う

落おつ
の
意
を
詠
じ
な
ば
和
歌
に
て
も
秋
季
と
為
る
べ
し
。
俳

　
句
に
て
は 

桐 

一 

葉 

き
り
ひ
と
は

を
秋
季
に
用
う
る
の
み
な
ら
ず
、
た
だ
桐
と
言
ふ
一
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語
に
て
秋
季
に
用
う
る
事
あ
り
。 

鷹  

狩 

た
か
が
り

は
和
歌
に
て
も
冬
季
な
り
。
俳

　
句
に
て
は
鷹
狩
を
冬
季
に
用
う
る
の
み
な
ら
ず
、
た
だ
鷹
と
言
ふ
一
語
も

　
冬
季
に
用
う
る
な
り
。

一
、
四
季
の
題
目
に
て
花
木
か
ぼ
く
、
花
草
か
そ
う
、
木
実
こ
の
み
、 

草  

実 

く
さ
の
み

等
は
そ
の
花
実
か
じ
つ
の
最

も
っ
と
も

　
多
き
時
を
も
つ
て
季
と
為
す
べ
し
。
藤
花
、
牡
丹
ぼ
た
ん
は
春
晩
夏
初
を
以
て
開

　
く
故
に
春
晩
夏
初
を
以
て
季
と
為
す
べ
し
。
必
ず
し
も
藤
を
春
と
し
牡
丹

　
を
夏
と
す
る
の
要
な
し
。
梨なし
、
西
瓜
す
い
か
等
ま
た
必
ず
し
も
秋
季
に
属
せ
ず
し

　
て
可か
な
り
。

一
、
古
来
季
寄
に
な
き
者
も
ほ
ぼ
季
候
き
こ
う
の
一
定
せ
る
者
は
季
に
用
ゐ
得
べ
し
。

　
例
へ
ば
紀
元
節
、  

神
武
天
皇
祭  

じ
ん
む
て
ん
の
う
さ
い
等
時
日
一
定
せ
る
者
は
論
を
俟ま
た
ず
、

　  

氷    

店  

こ
お
り
み
せ

を
夏
と
し
焼
芋
を
冬
と
す
る
も
可
な
り
。
ま
た
虹にじ
の
如
き
雷
の

15



　
如
き
定
め
て
夏
季
と
為
す
、
あ
る
い
は
可
な
ら
ん
か
。

一
、
四
季
の
題
目
中
虚きょ
（
抽
象
的
）
な
る
者
は
人
為
的
に
そ
の
区
域
を
制
限

　
す
る
を
要
す
。
こ
れ
を
大
に
し
て
は
四
季
の
区
別
の
如
き
こ
れ
な
り
。
春

　
は
立
春
立
夏
の
間
を
限
り
、
夏
は
立
夏
立
秋
の
間
を
限
り
、
秋
は
立
秋
立

　
冬
の
間
を
限
り
、
冬
は
立
冬
立
春
の
間
を
限
る
。
即
ち
立
冬
一
日
後
敢あえ
て

　
秋
風
と
詠
ず
べ
か
ら
ず
、
立
夏
一
日
後
敢
て
春
月
と
詠
ず
べ
か
ら
ず
。

一
、
長
閑
の
ど
か
、
暖
あ
た
た
か、
麗
う
ら
ら
か、
日
永
ひ
な
が
、
朧
お
ぼ
ろは
春
季
と
定
め
、 

短  

夜 

み
じ
か
よ

、
涼
す
ず
し、
熱
あ
つ
しは
夏

　
季
と
定
め
、
冷
ひ
や
や
か、
凄
す
さ
ま
じ、 

朝  
寒 

あ
さ
さ
む

、
夜
寒
よ
さ
む
、  

坐    

寒  

そ
ぞ
ろ
さ
む

、 

漸  

寒 

や
や
さ
む

、 

肌  

寒 

は
だ
さ
む

、

　
身み
に
入しむ
、
夜
長
よ
な
が
は
秋
季
と
定
め
、
寒
さ
む
し、
つ
め
た
し
は
冬
季
と
定
む
。
日
の

　
最
長
き
は
夏げ
至し
前
後
な
り
、
し
か
れ
ど
も
俳
句
に
て
は
日
永
を
春
と
す
。

　
夜
の
最
長
き
は
冬
至
前
後
な
り
、
し
か
れ
ど
も
俳
句
に
て
は 

長  

夜 

ち
ょ
う
や

を
秋
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と
す
。
こ
れ
は
理
屈
よ
り
出い
で
ず
し
て
感
情
に
本もと
づ
き
た
る
の
致
す
所
な

　
り
。
か
く
一
定
せ
し
上
は
日
永
夜
長
は
必
ず
春
秋
に
用
う
べ
し
。
他
季
に

　
混
ず
べ
か
ら
ず
。

一
、
そ
の
外
霞
か
す
み、 

陽  

炎 

か
げ
ろ
う

、
東こ
風ち
の
春
に
お
け
る
、 

薫  

風 

く
ん
ぷ
う

、  

雲    

峰  

く
も
の
み
ね

の

　
夏
に
お
け
る
、
露
、
霧
、  

天    

河  

あ
ま
の
が
わ

、
月
、
野
分
の
わ
き
、 

星 

月 

夜 

ほ
し
づ
く
よ

の
秋
に
お

　
け
る
、
雪
、
霰
あ
ら
れ、
氷
の
冬
に
お
け
る
が
如
き
も
ま
た
皆
一
定
す
る
所
な
れ

　
ば
一
定
し
置
く
を
可
と
す
。
し
か
れ
ど
も
夏
季
に
配
合
し
て
夏
の
霞
を
詠

　
じ
、
秋
季
に
配
合
し
て
秋
の
雲
峰
を
詠
ず
る
の
類
は
固もと
よ
り
妨
さ
ま
たぐ
る
所
あ

　
ら
ず
。

一
、
四
季
の
題
目
を
見
れ
ば
則
ち
そ
の
時
候
の
聯
想
を
起
す
べ
し
。
例
へ
ば

　
蝶
ち
ょ
うと
い
へ
ば 

翩  

々 

へ
ん
ぺ
ん

た
る  

小  

羽  

虫  

し
ょ
う
う
ち
ゅ
う

の
飛
び
去
り
飛
び
来
る
一
個
の
小
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景
を
現
は
す
の
み
な
ら
ず
、
春
暖
漸
よ
う
やく
催
し
草
木
僅わず
か
に
萌
芽
ほ
う
が
を
放
ち
菜さ

　   
黄 
い
こ
う  

麦    

緑  
ば
く
り
ょ
く

の
間
に
三
々
五
々
士
女
の
嬉
遊
き
ゆ
う
す
る
が
如
き
光
景
を
も
聯

　
想
せ
し
む
る
な
り
。
こ
の
聯
想
あ
り
て
始
め
て
十
七
字
の
天
地
に
無
限
の

　
趣
味
を
生
ず
。
故
に
四
季
の
聯
想
を
解
せ
ざ
る
者
は
終つい
に
俳
句
を
解
せ
ざ

　
る
者
な
り
。
こ
の
聯
想
な
き
者
俳
句
を
見
て 

浅  

薄 

せ
ん
ぱ
く

な
り
と
言
ふ
ま
た
宜
む
べ

　
な
り
。
（
俳
句
に
用
う
る
四
季
の
題
目
は
俳
句
に
限
り
た
る
一
種
の
意
味

　
を
有
す
と
い
ふ
も
可
な
り
）

一
、
雑ぞう
の
句
は
四
季
の
聯
想
な
き
を
以
て
、
そ
の
意
味
浅
薄
に
し
て  

吟    

ぎ
ん
し
ょ

　
誦  う
に
堪た
へ
ざ
る
者
多
し
。
た
だ
勇
壮
高
大
な
る
者
に
至
り
て
は
必
ず
し

　
も
四
季
の
変
化
を
待
た
ず
。
故
に
間ま
ま々

こ
の
種
の
雑
の
句
を
見
る
。
古
来

　
作
る
所
の
雑
の
句
極
め
て
少
す
く
なき
が
中
に
、
過
半
は
富ふ
士じ
を
詠
じ
た
る
者
な
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り
。
し
か
し
て
そ
の
吟
誦
す
べ
き
者
、
ま
た
富
士
の
句
な
り
。

一
、
或ある
人
問
ふ
て
曰いわ
く
、
時
間
を
人
為
的
に
限
り
て
こ
れ
に
命
名
し
以
て
題

　
目
と
な
す
事
は
既
に
説
を
聞
け
り
。
空
間
は 

何  

故 

な
に
ゆ
え

に
制
限
し
て
こ
れ
に

　
命
名
せ
ざ
る
か
。
答
へ
て
曰
く
、
時
間
は
年
々
同
一
の
変
化
を
同
一
の
順

　
序
に
従
ひ
て 
反  
覆 
は
ん
ぷ
く

す
る
が
故
に
こ
れ
を
制
限
し
て
以
て
命
名
す
べ
し
。

　
し
か
れ
ど
も
空
間
の
変
化
は
毫ごう
も
順
序
な
る
者
あ
ら
ず
し
て
不
規
則
な
る

　
者
な
り
。
例
へ
ば 

山  
嶽 

さ
ん
が
く

、
河
海
か
か
い
、 

郊  

原 

こ
う
げ
ん

、
田
野
で
ん
や
、
一
も
順
序
あ
る
者

　
な
し
。
故
に
こ
れ
に
命
名
せ
ん
と
欲
せ
ば
人
間
の
見
聞
し
得
る
所
の
処
一

　
々
に
命
名
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
地
名
こ
れ
な
り
。
地
名
は
時
間
の
区
別
に

　
比
し
て
更
に  

明    

瞭  

め
い
り
ょ
う

な
る
区
別
な
れ
ば
、
俳
句
に
地
名
を
用
う
る
は
最

　
簡
単
な
る
語
を
以
て
最 

錯  

雑 

さ
く
ざ
つ

な
る
形
象
を
現
は
す
の
一
良
法
な
り
と
い
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へ
ど
も
、
奈
何
い
か
ん
せ
ん
一
人
に
し
て
地
球
上
の
地
名
と
そ
の
光
景
と
を
尽
こ
と
ご
とく

　
知
る
を
得
ず
。
か
つ
そ
の
区
別
明
瞭
な
る
が
故
に
こ
れ
を
用
う
る
の
区
域

　
甚
は
な
はだ  
狭    

隘  
き
ょ
う
あ
い

を
感
ず
る
な
り
。
他
語
以
て
こ
れ
を
い
へ
ば
四
季
の
名
称

　
に
対
す
る
者
は
地
名
な
り
と
い
へ
ど
も
、
地
名
は
区
域
明
瞭
に
過
ぎ
て
狭

　
隘
に
失
し
、
か
つ
そ
の
地
を
知
ら
ざ
る
者
に
は
何
ら
の
感
情
を
も
起
さ
し

　
む
る
事
か
た
し
。
即
ち
四
季
の
変
化
は 

何  

人 

な
ん
ぴ
と

も
能よ
く
こ
れ
を
知
る
と
い

　
へ
ど
も
、
東
京
の
名
所
は  
西    

京  
さ
い
き
ょ
う

の
人
こ
れ
を
知
ら
ざ
る
者
多
く
、
西

　
京
の
名
所
は
東
京
の
人
こ
れ
を
知
ら
ざ
る
者
多
き
が
如
き
な
り
。

　
　
　
　
第
五
　
修
学
第
一
期
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一
、
俳
句
を
も
の
せ
ん
と
思
は
ば
思
ふ
ま
ま
を
も
の
す
べ
し
。
巧
を
求
む
る

　
莫なか
れ
、
拙せつ
を
蔽おお
ふ
莫
れ
、
他
人
に
恥
か
し
が
る
莫
れ
。

一
、
俳
句
を
も
の
せ
ん
と
思
ひ
立
ち
し
そ
の
瞬
間
に
半
句
に
て
も
一
句
に
て

　
も
、
も
の
し
置
く
べ
し
。
初
心
の
者
は
と
か
く
に
思
ひ
つ
き
た
る
趣
向
を

　
十
七
字
に
綴つづ
り
得
ぬ
と
て
思
ひ
棄す
つ
る
ぞ
多
き
、
太
は
な
はだ
損
な
り
。
十
七
字

　
に
な
ら
ね
ば
十
五
字
、
十
六
字
、
十
八
字
、
十
九
字
乃
至
な
い
し
二
十
二
、
三
字

　
一
向
に  

差    

支  

さ
し
つ
か
え

な
し
。
ま
た
み
や
び
た
る
し
や
れ
た
る
言
葉
を
知
ら
ず

　
と
て
趣
向
を
棄
つ
る
も
誤
れ
り
。
雅
語
、
俗
語
、
漢
語
、
仏
語
、
何
に
て

　
も
構
は
ず
無
理
に
一
首
の
韻
文
と
な
し
置
く
べ
し
。

一
、
初
め
よ
り
切
字
き
れ
じ
、
四
季
の
題
目
、 
仮 
名 

遣 
か
な
づ
か
い

等
を
質
問
す
る
人
あ
り
。

　
万
事
を
知
る
は
善よ
け
れ
ど
知
り
た
り
と
て
俳
句
を
能よ
く
し
得
べ
き
に
あ
ら
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ず
。
文
法
知
ら
ぬ
人
が 

上  

手 

じ
ょ
う
ず

な
歌
を
作
り
て
人
を
驚
か
す
事
は
世
に
例

　
多
し
。
俳
句
は
殊こと
に
言
語
、
文
法
、
切
字
、
仮
名
遣
な
ど 

一  

切 

い
っ
さ
い

な
き
者

　
と
心
得
て
可
な
り
。
し
か
し
知
り
た
き
人
は
漸
次
に
知
り
置
く
べ
し
。

一
、
俳
句
を
も
の
し
た
る
時
は
そ
の
道
の
先
輩
に
示
し
て
教
お
し
えを
乞こ
ふ
も
善
し
。

　
初
心
の
者
の
恥
か
し
が
る
は
か
へ
つ
て
わ
ろ
し
。
な
か
な
か
に
初
心
の
時

　
の
句
は
俗
気
を
は
な
れ
て
よ
ろ
し
く
、
少
し
巧
に
な
り
し
後
は
な
ま
な
か

　
に
俗
に
陥
お
ち
いる
事
多
し
。

一
、
初
心
の
恥
か
し
が
り
て
も
の
し
得
べ
き
句
を
も
の
せ
ぬ
は
わ
ろ
け
れ
ど
、

　
恥
か
し
が
る 

心  

底 

し
ん
て
い

は
ど
う
が
な
し
て
善
き
句
を
得
た
し
と
の
望
の
ぞ
みな
れ
ば

　
い
と  

殊    

勝  

し
ゅ
し
ょ
う

な
り
。
こ
の
心
は
後
々
ま
で
も
持
ち
続
き
た
し
。

一
、
自
ら
多
く
俳
句
を
も
の
し
て
人
に
見
せ
ぬ
者
あ
り
。
教
を
乞
ふ
べ
き
人
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な
し
と
思
は
ば
見
せ
ず
と
も
可
な
り
。
多
く
も
の
す
る
内
に
は
自
然
と
発

　
明
す
る
事
あ
り
。
先
輩
に
聞
け
ば
一
口
に
し
て
知
り
得
べ
き
者
を
数
月
数

　
年
の
苦
辛
く
し
ん
を
経
て
漸
く
発
明
す
る
が
如
き
は
、
や
や
迂う
に
似
た
れ
ど
も
な

　
か
な
か
に
迂
な
ら
ず
。
此かく
の
如
く
苦
辛
し
て
得
た
る
者
は
脳
中
に
染し
み
込

　
む
事
深
け
れ
ば
再
び
忘
る
る
事
な
く
（
一
）
、
句
を
も
の
す
る
上
に
応
用

　
し
や
す
く
（
二
）
、
か
つ
他
日
ま
た
発
明
す
る
の 

端  

緒 

た
ん
し
ょ

と
な
る
べ
し

　
（
三
）
。

一
、
自
ら
も
の
し
た
る
句
は
紙
片
に
書
き
記
し
置
く
べ
し
。
時
々
繰
り
返
し

　
て
己
お
の
れの
句
を
吟
じ
見
る
も
善
し
、
そ
の
間
に
前
に
言
ひ
得
ざ
り
し
事
を
言

　
ひ
得
る
も
あ
ら
ん
。
ま
た
己
の
進
歩
を
知
る
た
よ
り
と
も
な
り
て
、
一
は

　
ひ
と
り
面
白
く
一
は
更
に
一
段
の
進
歩
を
促
す
事
あ
る
べ
し
。
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一
、
四
季
の
題
目
は
一
句
中
に
一
つ
づ
つ
あ
る
者
と
心
得
て
詠
み
こ
む
を
可

　
と
す
。
但
し
あ
な
が
ち
に
な
く
て
は
な
ら
ぬ
と
に
は
非
ず
。

一
、
な
る
べ
く
そ
の
時
候
の
景
物
を
詠
ず
る
事
、
聯
想
が
早
く
感
情
が
深
く

　
し
て
も
の
し
や
す
し
。
尤
も
っ
とも
春
に
ゐ
て
秋
を
思
ひ
夏
に
ゐ
て
冬
を
思
ふ
事

　
も
全
く
欠
く
べ
か
ら
ず
。
た
だ
興
き
ょ
うの
到
る
に
任
せ
て
勝
手
た
る
べ
し
。

一
、
自
ら
俳
句
を
も
の
す
る
側
に
古
今
こ
こ
ん
の
俳
句
を
読
む
事
は
最
も
っ
と
も必
要
な
り
。

　
か
つ
も
の
し
か
つ
読
む
間
に
は
著
き
進
歩
を
為
す
べ
し
。
己
の
句
に
並
べ

　
て
他
人
の
名
句
を
見
る
時
は
他
人
の
意
匠 

惨  

澹 

さ
ん
た
ん

た
る
処
を
発
見
せ
ん
。

　
他
人
の
名
句
を
読
み
て
後
自
ら
句
を
も
の
す
る
時
は
、
趣
向
流
出
し
句
調

　
自
在
に
な
り
て
名
人
の
己
に
乗
り
遷うつ
り
た
ら
ん
が
如
き
感
あ
る
べ
し
。

一
、
自
ら
著
く
進
歩
し
つ
つ
あ
る
が
如
く
感
じ
た
る
時
、
あ
る
い
は
何
と
は
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な
け
れ
ど
た
だ
無
闇
む
や
み
に
趣
向
の
溢あふ
れ
出
る
が
如
く
感
じ
た
る
時
は
、
そ
の

　
機
を
透す
か
さ
ず
幾
何
に
て
も
出
来
る
だ
け
も
の
し
見
る
べ
し
。
か
か
る
時

　
は
た
し
か
に
一
段
落
を
な
し
て
進
歩
す
べ
き
時
機
に
し
て
、
仏
教
の
大 

た
い
ご

　
悟 

徹 
底 

て
っ
て
い

、 
基  

督 
キ
リ
ス
ト

教
の 

降  

神 

こ
う
し
ん

と
そ
の
趣
お
も
む
きを
同
じ
く
し
、
心
中
に
一
種

　
微
妙
の
愉
快
を
感
ぜ
ん
。
但
し
か
か
る
事
は
俳
句
修
学
の
上
に
幾
度
も
あ

　
る
事
な
り
。
一
度
あ
り
た
り
と
て
自
ら
已すで
に
大
悟
徹
底
し
た
る
が
如
く
思

　
は
ば
、
野
狐
禅

や
こ
ぜ
ん

に
堕お
ち
て  
五  

百  

生  
ご
ひ
ゃ
く
し
ょ
う

の
間
輪
廻
り
ん
ね
を
免
れ
ざ
る
べ
し
。
志

こ
こ
ろ
ざ
し

　
は
大だい
に
す
べ
き
事
な
り
。

一
、
古
人
の
俳
句
を
読
ま
ん
と
な
ら
ば
総
じ
て 

元  

禄 

げ
ん
ろ
く

、
明
和
め
い
わ
、 

安  

永 

あ
ん
え
い

、

　 

天  

明 

て
ん
め
い

の
俳
書
を
可
と
す
。  

就    
中  

な
か
ん
ず
く

『
俳
諧
七
部
集
』
『
続
七
部
集
』

　
『
蕪
村
ぶ
そ
ん
七
部
集
』
『
三
傑
集
』
な
ど
善
し
。
家
集
に
て
は
『 

芭  

蕉 

ば
し
ょ
う

句
集
』
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（ 

何  

本 

な
に
ほ
ん

に
て
も
善
け
れ
ど 

玉  

石  

混  

淆 

ぎ
ょ
く
せ
き
こ
ん
こ
う
し
を
る
故
注
意
す
べ
し
）
、

　
『  
去 

来 

発 

句 

集  
き
ょ
ら
い
ほ
っ
く
し
ゅ
う

』
『  

丈    

草  

じ
ょ
う
そ
う

発
句
集
』
『
蕪
村
句
集
』
な
ど
を
読

　
む
べ
し
。
但
し
い
づ
れ
も
多
少
は
悪
句
あ
る
を
免
れ
ず
。
中
に
も
最
も
悪

　
句
少
き
は
『 
猿  

蓑 
さ
る
み
の

』
（
俳
諧
七
部
集
の
内
）
、
『
蕪
村
七
部
集
』
『
蕪

　
村
句
集
』
位
ぐ
ら
いな
る
べ
し
。
（
『
故
人
五
百
題
』
は
普
通
に 

坊  

間 

ぼ
う
か
ん

に
行
は

　
れ
て
初
学
に
は
便
利
な
り
）

一
、
古
俳
書
な
ど
読
む
も
善
し
、
あ
る
い
は
こ
れ
を
写
す
も
善
し
、
あ
る
い

　
は
自
ら
好
む
所
を 

抜  

萃 

ば
っ
す
い

す
る
も
善
し
、
あ
る
い
は
一
の
題
目
の
下
に
類

　
別
す
る
も
善
し
。

一
、
古
句
を
半
分
位
窃ぬす
み
用
う
る
と
も
半
分
だ
け
新
し
く
ば
苦
し
か
ら
ず
。

　
時
に
は
古
句
中
の
好
材
料
を
取
り
来
り
て
自
家
の
用
に
供
す
べ
し
。
あ
る
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い
は
古
句
の
調
に
擬ぎ
し
て
調
子
の
変
化
を
も
悟さと
る
べ
し
。

一
、 
月 

並 

風 
つ
き
な
み
ふ
う
に
学
ぶ
人
は
多
く
初
め
よ
り
巧
者
を
求
め  

婉    

曲  

え
ん
き
ょ
く

を
主
と

　
す
。
宗
匠
ま
た
此
方
よ
り
導
く
故
に
終つい
に
小
細
工
に
落
ち
て
活
眼
を
開
く

　
時
な
し
。
初
心
の
句
は
独う
活ど
の 

大  

木 

た
い
ぼ
く

の
如
き
を
貴
と
う
とぶ
。
独
活
は
庭
木
に

　
も
な
ら
ず
と
て
宗
匠
た
ち
は
無
理
に
ひ
ね
く
り
た
る
松
な
ど
を
好
む
め
り
。

　
尤
も
っ
とも
箱
庭
の
中
に
て
俳
句
を
も
の
せ
ん
と
な
ら
ば
そ
れ
に
て
も
好よ
し
。
し

　
か
り
、
宗
匠
の
俳
句
は
箱
庭
的
な
り
。
し
か
し
俳
句
界
は
か
か
る
窮
屈
な

　
る
者
に
非
ず
。

一
、
初
心
の
人
古
句
に
己
の
言
は
ん
と
欲
す
る
者
あ
る
を
見
て
、
古
人
已すで
に

　
俳
句
を
言
ひ
尽
せ
り
や
と
疑
ふ
。
こ
れ
平
等
を
見
て
差
別
を
見
ざ
る
の
み
。

　
試
こ
こ
ろみ
に
今
一
歩
を
進
め
よ
。
古
人
は
何
故
に
こ
の
好
題
目
を
遺のこ
し
て 

乃  

だ
い
こ
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公 う
に
附
与
し
た
る
か
と
怪
あ
や
しむ
に
至
る
べ
し
。

一
、
初
心
の
人
天あま
の
川がわ
の
題
を
得
て
句
を
も
の
せ
ん
と
す
。
心
頭
先ま
づ
浮
び

　
来
る
者
は

　
　
　
　
　
あ
ら
海
や
佐さ
渡ど
に
横
た
ふ
天
の
川
　
　
　
　
　
　
芭
蕉

　
　
　
　
　
真
夜
中
や
ふ
り
か
は
り
た
る
天
の
川
　
　
　
　
　 

嵐  

雪 

ら
ん
せ
つ

　
　
　
　
　
更ふ
け
行
く
や
水
田
み
ず
た
の
上
の
天
の
川
　
　
　
　
　
　
惟
然
い
ぜ
ん

　
　
　
　
　

　
な
ど
な
る
べ
し
。
こ
の
時
千 

思 
万 
考 

せ
ん
し
ば
ん
こ
う

佳
句
を
探
る
に
、
天
の
川
の
趣
は

　
終つい
に
右
三
句
に
言
ひ
尽
さ
れ
て
寸
分
の
余
地
だ
も
な
き
心
地
こ
こ
ち
す
。
乃
す
な
わち
筆

　
を
抛
な
げ
う
って 

大  

息 

た
い
そ
く

し
て
曰
く
、
已や
み
な
ん
已
み
な
ん
と
。
已
に
し
て
古
俳
書
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を
繙
ひ
も
とく
、
天
の
川
の
句
頻しき
り
に
目
に
触
る
る
を
覚
ゆ
。
た
と
ひ  

上    

乗  

じ
ょ
う
じ
ょ
う

　
に
あ
ら
ざ
る
も
皆
一
種
の
句
調
と
趣
向
と
を
備
へ
て
必
ず
し
も
陳
腐
ち
ん
ぷ
な
ら

　
ず
。
例
へ
ば

　　
　
　
　
　 

一  
僕 

い
ち
ぼ
く

を
雨
に
流
す
な
天
の
川
　
　
　
　
　
　
　
　
浪
化
ろ
う
か

　
　
　
　
　
打
ち
叩たた
く
駒
の
か
し
ら
や
天
の
川
　
　
　
　
　
　
去
来

　
　
　
　
　
引
は
る
や
空
に
一
つ
の
天
の
川
　
　
　
　
　
　
　 

乙  

州 

お
と
く
に

　
　
　
　
　
西
風
の
南
に
勝
つ
や
天
の
川
　
　
　
　
　
　
　
　 

史  

邦 

ふ
み
く
に

　
　
　
　
　
よ
ひ
〳
〵
に
馴な
れ
し
か
此
夜
天
の
川
　
　
　
　
　
白
雄
し
ら
お

　
　
　
　
　
天
の
川
星
よ
り
上
に
見
ゆ
る
か
な
　
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
江
に
沿
ふ
て
流
る
ゝ
影
や
天
の
川
　
　
　
　
　
　  

暁    

台  

き
ょ
う
た
い
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天
の
川
飛
び
こ
す
程
に
見
ゆ
る
か
な
　
　
　
　
　
士
朗
し
ろ
う

　
　
　
　
　
天
の
川
糺
た
だ
すの
涼
み
過
ぎ
に
け
り
　
　
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
天
の
川
田
守
た
も
り
と
は
な
す
真
上
か
な
　
　
　
　
　
　
乙
二
お
つ
に

　
　
　
　
　
て
ゝ
れ
干
す
竿さお
の
は
づ
れ
や
天
の
川
　
　
　
　
　 

嵐  

外 

ら
ん
が
い

　
　
　
　
　
　
　 
巨 
鼇 

山 
き
ょ
ご
う
や
ま

　
　
　
　
　
山
風
や
樫かし
も
檜
ひ
の
きも
天
の
川
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　

　
な
ど
も
の
し
た
る
、
あ
る
い
は
滑
稽
に
あ
る
い
は
壮
大
に
あ
る
い
は 

真  

し
ん
そ

　
率 つ
に
あ
る
い
は
奇
抜
に
あ
る
い
は
人
事
的
に
十
人
十
色
な
る
を
思
へ
ば
、

　
初
め
の
我
思
案
こ
そ
拙
つ
た
なか
り
け
れ
、
天
の
川
を
た
だ
大
き
く
天
に
ひ
ろ
が

　
り
た
る
も
の
と
ば
か
り
見
し
故
に
趣
向
は
浮
ば
ざ
り
し
な
り
。
な
る
ほ
ど
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七  

夕 
た
な
ば
た

星
を
人
間
と
見
て
そ
れ
が
恋
の
た
め
に
裾すそ
引
つ
か
ら
げ
て
天
の
川

　
を
渡
る
処
な
ど
思
ひ
な
ば
可お
笑か
し
き
事
も
あ
り
な
ん
。
日
暮
れ
て
馬
上
に

　
銀
河
を
見
上
げ
た
る
処
、
山
上
樹
木 

欝  

葱 

う
っ
そ
う

た
る
上
に
銀
河
の
白
く
か
か

　
り
た
る
処
、
途
上
に
人
と
咄はな
し
な
が
ら
ふ
と
仰
向
け
ば
銀
河
の
我
首
筋
に

　
落
ち
か
か
る
処
、
天
の
川
を
大
き
く
見
ず
、
か
へ
つ
て
二
、
三
尺
ほ
ど
の

　 

溝  

川 

み
ぞ
が
わ

の
如
く
見
立
て
た
る
処
、
あ
る
い
は
七
夕
に
手た
向む
け
た
る 

犢 

鼻 

と
く
び
こ

　
褌 ん
の
銀
漢
を
か
ざ
し
て
ひ
ら
ひ
ら
と
翻
ひ
る
が
える
処
、
見
様
み
よ
う
に
よ
れ
ば
た
だ
一

　
筋
の
天
の
川
は
幾
様
に
も
変
り
得
べ
き
者
な
り
し
を
合
点
が
て
ん
す
る
な
る
べ
し
。

　一
、
な
ま
じ
ひ
に
他
人
の
句
を
二
、
三
句
ば
か
り
見
聞
き
た
る
時
は
外
に
趣

　
向
な
き
心
地
す
。
十
句
二
十
句
百
句
と
多
く
見
聞
く
時
は
か
へ
つ
て
無
数

　
の
趣
向
を
得
べ
し
。
古
人
が
既
に
己
の
意
匠
を
言
ひ
を
ら
ん
事
を
恐
れ
て
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古
句
を
見
る
を
嫌
ふ
が
如
き
は
、
耳
を
掩おお
ふ
て
鈴
を
盗
む
よ
り
も
な
ほ
可お

　
笑か
し
き
わ
ざ
な
り
。

一
、
一
題
一
句
づ
つ
多
く
の
題
に
つ
き
て
句
を
試
む
る
も
善
し
、
あ
る
い
は

　
一
題
十
句
、
一
題
百
句
な
ど
の
如
く
一
題
に
て
出
来
る
だ
け
の
変
化
を
試

　
む
る
も
善
し
。

一
、
一
題
百
句
な
ど
を
も
の
せ
ん
と
す
る
時
は
、
始
め
の
四
、
五
句
を
得
る

　
に
非
常
の
苦
吟
を
感
ず
べ
し
。
そ
の
後
は
や
や
容
易
に
も
の
し
得
て
、
二
、

　
三
十
句
に
達
し
た
る
後
は
百
句
た
ち
ど
こ
ろ
に
弁
ず
べ
く
、
な
ほ
百
句
位

　
は
出
来
べ
き
心
地
す
べ
し
。

一
、
運
座
う
ん
ざ 

点  

取 

て
ん
と
り

な
ど
人
と
競
争
す
る
も
善
し
。
秀
逸
の
賞
品
を
得
る
が
如

　
き
は
卑
野
に
し
て
君
子
の
為
す
べ
き
所
に
非
ず
。
俳
句
の
下
巻
ま
た
は
巻
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を
取
る
は
苦
し
か
ら
ず
。
時じ
宜ぎ
に
由よ
り
て
俳
書
を
賞
品
と
為
す
も
善
か
る

　
べ
し
。

一
、 
三 
笠 
附 
み
か
さ
づ
け

、
懸
賞
発
句
募
集
、
そ
の
外 

博  

奕 

ば
く
え
き

に
類
し
私
利
に
関
す
る

　
事
に
は
た
づ
さ
は
る
べ
か
ら
ず
。

一
、
一
時
間
に
幾
十
百
句
を
も
の
す
る
も
善
し
、
数
日
を
費
つ
い
やし
て
一
句
を
推す

　   

敲 

い
こ
う
す
る
も
善
し
。
早
く
も
の
す
れ
ば 

放  

胆 

ほ
う
た
ん

の
方かた
に
養
ふ
所
あ
り
、
苦

　
し
み
て
も
の
す
れ
ば
小
心
の
方
に
得
る
所
あ
り
。

一
、
俳
句
の
中
に
言
語
ま
た
は
材
料
の
解
す
る
能
は
ざ
る
者
あ
ら
ば
、
索  

さ
く
い

　
引 

書 

ん
し
ょ

ま
た
は
学
者
に
つ
き
て
こ
れ
を
問
ひ
糺ただ
す
べ
し
。
言
語
材
料
尽
こ
と
ご
とく

　
分
明
に
解
し
得
な
が
ら
一
句
の
意
味
に
解
す
る
能
は
ざ
る
所
あ
ら
ば
自
ら

　 

熟  

思 

じ
ゅ
く
し

す
べ
し
。
熟
思
し
て
得
ざ
れ
ば
則
ち
学
者
に
問
へ
。
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一
、
初
学
の
人
俳
句
を
解
す
る
に
作
者
の
理
想
を
探
ら
ん
と
す
る
者
多
し
。

　
し
か
れ
ど
も
俳
句
は
理
想
的
の
者
極
め
て
稀まれ
に
、
事
物
を
あ
り
の
ま
ま
に

　
詠
み
た
る
者
最
も
多
し
。
し
か
し
て
趣
味
は
か
へ
つ
て
後
者
に
多
く
存
す
。

　
例
へ
ば

　
　
　
　
　
古
池
や
蛙
か
わ
ず飛
び
こ
む
水
の
音
　
　
　
　
　
　
　
　
芭
蕉

　
　
　
　
　

　
と
い
ふ
句
を
見
て
、
作
者
の
理
想
は  

閑    

寂  

か
ん
じ
ゃ
く

を
現
は
す
に
あ
ら
ん
か
、

　
禅
学
上
悟
道
の
句
な
ら
ん
か
、
あ
る
い
は
そ
の
他
何
処
い
ず
く
に
か
あ
ら
ん
な
ど

　
と 

穿  

鑿 

せ
ん
さ
く

す
る
人
あ
れ
ど
も
、
そ
れ
は
た
だ
そ
の
ま
ま
の
理
想
も
何
も
な

　
き
句
と
見
る
べ
し
。
古
池
に
蛙
が
飛
び
こ
ん
で
キ
ヤ
ブ
ン
と
音
の
し
た
の
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を
聞
き
て
芭
蕉
が
し
か
く
詠
み
し
も
の
な
り
。

　　
　
　
　
　
稲
妻
や
き
の
ふ
は
東
け
ふ
は
西
　
　
　
　
　
　
　
其
角
き
か
く

　
　
　
　
　

　
と
い
ふ
は  
諸    
行  

し
ょ
ぎ
ょ
う

無
常
的
の
理
想
を
含
め
た
る
も
の
に
て
、
俗
人
は
こ

　
れ
を
佳
句
の
如
く
思
ひ
も
て
は
や
せ
ど
も
文
学
と
し
て
は
一
文
の
価
値
な

　
き
も
の
な
り
。

一
、
初
学
の
人
に
し
て
譬ひ
喩ゆ
、
難
題
、  

冠    

附  

か
む
り
づ
け

、
冠
履
、 

回  

文 

か
い
ぶ
ん

、  

盲  

め
く
ら

　  

附  

づ
け

俳
句
、
時
事
雑
詠
等
の
俳
句
を
も
の
せ
ん
と
す
る
人
間ま
ま々

あ
り
。
し

　
か
れ
ど
も
こ
れ
ら
の
条
件
は
皆
文
学
以
外
の
分
子
に
し
て
、
言
は
ば
文
学

　
以
外
の
事
に
文
学
の
皮
を
被き
せ
た
る
者
な
り
。
故
に
普
通
に
言
ひ
お
ほ
せ
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た
り
と
て
俳
句
に
は
な
ら
ぬ
な
り
。
も
し
此かく
の
如
き
題
を
も
の
し
て
し
か

　
も
多
少
の
文
学
的
風
韻
あ
ら
し
め
ん
と
す
る
は
老
熟
の
上
の
戯
た
わ
むれ
な
り
。

　
初
学
の
企
て
及
ぶ
所
に
あ
ら
ず
。

一
、
学
識
な
き
者
は
雅
俗
の
趣
味
を
区
別
す
る
こ
と
難
く
、
学
識
あ
る
者
は

　
理
想
に
偏
し
て
文
学
の
範
囲
外
に
さ
ま
よ
ふ
こ
と
多
し
。
し
か
れ
ど
も
終

　
局
に
お
い
て
学
識
あ
る
者
は
学
識
な
き
者
に
ま
さ
る
こ
と 

万  

々 

ば
ん
ば
ん

な
り
。

一
、
文
章
を
作
る
者
、
詩
を
作
る
者
、
小
説
を
作
る
者
、
俄にわ
か
に
俳
句
を
も

　
の
せ
ん
と
し
て
そ
の
語
句
の
簡
単
に
過
ぐ
る
を
覚
ゆ
。
曰
く
、
俳
句
は
終
つ
い

　
に
何
ら
の
思
想
を
も
現
は
す
能あた
は
ず
と
。
し
か
れ
ど
も
こ
れ
聯
想
の
習
慣

　
の
異
な
る
よ
り
し
て
来
る
者
に
し
て
、
複
雑
な
る
者
を
取とっ
て
尽
こ
と
ご
とく
こ
れ
を

　
十
七
字
中
に
収
め
ん
と
す
る
故
に
成
し
得
ぬ
な
り
。
俳
句
に
適
し
た
る
簡
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単
な
る
思
想
を
取
り
来
ら
ば
何
の
苦
も
な
く
十
七
字
に
収
め
得
べ
し
。
縦よ

　
し
ま
た
複
雑
な
る
者
な
り
と
も
、
そ
の
中
よ
り
最
も
っ
と
も文
学
的
俳
句
的
な
る
一

　
要
素
を
抜
き
来
り
て
こ
れ
を
十
七
字
中
に
収
め
な
ば
俳
句
と
な
る
べ
し
。

　
初
学
の
人
は
議
論
す
る
よ
り
作
る
方
こ
そ 

肝  

心 

か
ん
じ
ん

な
め
れ
。

一
、
俳
句
の
古
調
を
擬
す
る
者
あ
れ
ば
「
古
し
」
「
焼
直
し
な
り
」
な
ど
と

　
て
宗
匠
輩はい
は 

擯  
斥 

ひ
ん
せ
き

す
め
り
。
何
ぞ
知
ら
ん
自
己
が
新
奇
と
し
て
喜
ぶ
所

　
の
者
尽
く 

天  

保 

て
ん
ぽ
う

以
後
の
焼
直
し
に
過
ぎ
ず
。
同
じ
く
こ
れ
焼
直
し
な
り

　
と
も
金きん
と
鉛
な
ま
りと
は
自
お
の
ず
から
価
値
に
大
差
あ
り
。
初
学
者
惑まど
ふ
莫
れ
。

一
、
古
俳
書
な
り
と
も
俳
諧
の
理
屈
を
説
き
た
る
者
は
初
学
者
の
見
る
べ
き

　
者
に
非
ず
。  

蕉    

門  

し
ょ
う
も
ん

の
著
書
と
い
へ
ど
も
十
中
八
、
九
は 

誤  

謬 

ご
び
ゅ
う

な
り
。

　
そ
の
精
神
は
必
ず
し
も
誤
謬
な
ら
ざ
る
も
、
そ
の
字
句
は
そ
の
精
神
を
写
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す
能
は
ず
し
て 

後  

生 

こ
う
せ
い

の
惑
ま
ど
いを
来
す
者
比ひ
ひ々

皆
こ
れ
な
り
。
も
し
仮
名
遣
、

　
手
爾
波
抔

て
に
は
な
ど

を
学
ば
ん
と
思
は
ば
俳
書
に
就つ
か
ず
し
て
普
通
の
和
書
に
就
け
。

　
『 
古 
言 
梯 
こ
げ
ん
て
い

』
『
詞
こ
と
ばの
八
千
衢

や
ち
ま
た

』
『
詞
こ
と
ばの
玉たま
の
緒お
』
な
ど
幾
何
も
あ
る
べ

　
し
。

一
、
俳
諧
は
滑
稽
な
り
と
て
滑
稽
な
ら
ざ
る
は
俳
句
に
あ
ら
ず
と
い
ふ
人
あ

　
り
。
局
量
の
小
な
る
一
笑
す
る
に
堪た
へ
た
り
。
こ
れ
己
れ
た
ま
た
ま
滑
稽

　
よ
り
し
て
俳
諧
に
入
り
し
か
ば
し
か
言
ふ
の
み
。
濁
酒
を
好
む
馬ま
士ご
の
清

　
酒
を
飲
ん
で
酒
に
非
ず
と
い
ひ
た
ら
ん
が
如
し
。

一
、
初
学
の
人
に
し
て
自
己
の
標
準
立
た
ず
と
て
苦
に
す
る
者
あ
り
、
尤
も
っ
とも

　
の
事
な
れ
ど
も
苦
に
す
る
に
及
ば
ず
。
多
く
も
の
し
多
く
読
む
う
ち
に
は

　
お
の
づ
と
標
準
の
確
立
す
る
に
至
ら
ん
。
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一
、
俳
句
は
た
だ
己
れ
に
面
白
か
ら
ん
や
う
に
も
の
す
べ
し
。
己
れ
に
面
白

　
か
ら
ず
と
も
人
に
面
白
か
れ
と
思
ふ
は
宗
匠
門
下
の 

景 

物 

連 

け
い
ぶ
つ
れ
ん
の
心
が
け

　
な
り
。 
縮  

緬 
ち
り
め
ん

一
匹
、
金
時
計
一
個
を
目
あ
て
に
し
て
作
り
た
る
者
は
、

　
縮
緬
と
時
計
と
を
取
り
外はず
し
た
る
あ
と
に
て
見
る
べ
し
。
我
な
が
ら
拙
つ
た
なし

　
卑いや
し
と
驚
く
ほ
ど
の
句
な
る
べ
し
。

一
、
間
あ
る
時
に
是
非
と
も
俳
句
を
も
の
せ
ん
と
あ
が
く
も
宜よろ
し
か
ら
ず
。

　
忙
し
き
時
に
無
理
に
俳
句
を
も
の
せ
ん
と
な
や
む
も
宜
し
か
ら
ず
。
出
づ

　
る
時
は
出
づ
る
に
任
せ
出
ぬ
時
は
出
ぬ
に
任
す
べ
し
。
間
な
る
時
一
句
を

　
も
得
ず
し
て
忙
し
き
時
に
数
句
を
た
ち
ど
こ
ろ
に
得
る
事
あ
り
。
最
も
お

　
も
し
ろ
し
。

一
、
俳
句
の
た
め
に
邪
念
を
忘
れ
た
る
は
善
し
、
ゆ
め
本
職
を
忘
る
べ
か
ら
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ず
。
し
か
れ
ど
も
熱
心
な
ら
ざ
れ
ば
道
に
進
ま
ず
、
熱
心
な
れ
ば
本
職
を

　
忘
る
る
に
至
る
。
そ
の
程
度
を
知
る
は
そ
の
人
に
あ
り
。

一
、
俳
句
の
題
は
普
通
に
四
季
の
景
物
を
用
う
。
し
か
れ
ど
も
題
は
季
の
景

　
物
に
限
る
べ
か
ら
ず
。
季
以
外
の
雑
題
を
取
り
季
を
結
ん
で
も
の
す
べ
し
。

　
両
者
並
び
試
み
ざ
れ
ば
終つい
に  

狭    

隘  

き
ょ
う
あ
い

を
免
れ
ざ
ら
ん
。

一
、
俳
句
の
題
は
必
ず
し
も
そ
の
題
を
主
と
し
て
も
の
す
る
を
要
せ
ず
。
た

　
だ
そ
の
題
を
詠
み
こ
ま
ば
そ
れ
に
て
十
分
な
り
。
例
へ
ば
頭
巾
ず
き
ん
と
い
ふ
題

　
を
得
た
る
時
に
頭
巾
を
主
と
し
て
も
の
す
れ
ば
俗
に
陥
り
や
す
く
陳
腐
に

　
傾
き
や
す
し
。
故
に
時
々
こ
の
題
を
軽
く
詠
み
こ
み
て
他
へ
そ
ら
す
こ
と

　
も
忘
る
べ
か
ら
ず
。
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始
め
て
東
武
に
下
る
時

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
頭
巾
取
り
襟えり
つ
く
ろ
ふ
や
富
士
の
晴
れ
　
　
　
　 

湖  

春 

こ
し
ゅ
ん

　
　
　
　
　

　
と
い
ふ
が
如
き
富
士
を
主
と
し
た
る
も
の
を
も
の
す
る
も
差
支
な
し
。
此

　
の
如
く
な
ら
ざ
れ
ば
尽
く
陳
腐
に
流
れ
て
し
か
も
変
化
す
べ
き
区
域
狭
く

　
な
る
べ
し
。
故
に
俳
句
の
題
は
和
歌
の
如
く
題
に
叶かな
ふ
叶
は
ぬ
を
や
か
ま

　
し
く 

穿  

鑿 

せ
ん
さ
く

す
る
に
及
ば
ず
。

一
、
俳
句
の
題
を
得
た
る
時
は
そ
れ
を
主
と
せ
ず
し
て
可
な
る
の
み
な
ら
ず
、

　
そ
の
題
を
全
く
空
想
中
の
物
と
な
し
て
実
在
せ
し
め
ざ
る
も
ま
た
可
な
り
。
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例
へ
ば
蔦つた
と
い
ふ
秋
季
の
題
を
得
た
る
時

　
　
　
　
　
野
の
宮
の
鳥
居
に
蔦
も
な
か
り
け
り
　
　
　
　
　 

涼  

菟 

り
ょ
う
と

　
　
　
　
　

　
の
如
く
蔦
と
い
ふ
実
物
を
句
中
に
現
在
せ
し
め
ざ
る
も
差
支
な
し
。
こ
れ

　
に
て
や
は
り
秋
季
と
為
る
な
り
。

一
、
月
並
者
流
の
題
に 

文 
字 
結 

も
じ
む
す
び

と
言
ふ
事
あ
り
。
例
へ
ば
雪
の
題
に
て
結む

　   

字 

す
び
じ
「
後
」
と
定
め
ら
れ
た
る
時
は
、
雪
の
句
の
中
に
「
後
」
の
字
を
も

　
詠
み
こ
む
な
り
。
こ
れ
は
単
に
雪
の
題
な
ら
ば
俗
俳
家
が
古
人
の
雪
の
句

　
を  

剽    

窃  

ひ
ょ
う
せ
つ

し
来
り
、
ま
た
は
自
己
の
古
き
持
句
を 

幾  

度 

い
く
た
び

も
出
さ
ん
と

　
す
る
者
多
き
故
に
こ
れ
を
予
防
す
る
の
策
な
り
。
い
や
し
く
も
徳
義
を
解
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し
廉
恥
れ
ん
ち
を
知
る
人
に
対
し
て
為
す
べ
き
に
非
ず
。
い
は
ん
や
文
字
結
な
る

　
者
は
到
底
佳
句
を
得
る
に
能
は
ざ
る
を
や
。

一
、
他
人
が
悪
し
と
言
ふ
句
も
己
が
善
し
と
思
は
ば
人
に
構
は
ず
そ
の
種
類

　
を
も
の
す
べ
し
。
も
し
そ
の
種
の
句
に
し
て
果
し
て
悪
き
者
な
ら
ば
長
く

　
も
の
し
多
く
も
の
す
る
間
に
は
自
然
と 

厭  

嫌 

え
ん
け
ん

を
生
ず
べ
し
。

一
、
初
学
の
人
古
人
こ
じ
ん
の
俳
句
を
見
て
毫
も
解
す
る
能
は
ざ
る
者
多
し
と
な
す
。

　
こ
れ  

畢    

竟  

ひ
っ
き
ょ
う

古
句
を
見
る
事
の
少
す
く
なき
が
た
め
な
り
。
古
句
解
す
べ
か
ら

　
ず
と
て
俳
句
は
学
び
が
た
し
と
為
す
に
及
ば
ず
。
能
く
解
し
得
る
者
よ
り

　
し
て
道
に
進
む
べ
し
。

一
、
あ
る
い
は
解
し
が
た
き
の
句
を
も
の
す
る
を
以
て  

高    

尚  

こ
う
し
ょ
う

な
り
と
思し

　
惟い
す
る
が
如
き
は
俗
人
の 

僻  

見 

へ
き
け
ん

の
み
。 
佶  
屈 
き
っ
く
つ

な
る
句
は
貴
か
ら
ず
、
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平
凡
な
る
句
は
な
か
な
か
に
貴
し
。

一
、
俳
句
の
妙
味
は
終つい
に
解
釈
す
べ
か
ら
ざ
る
を
以
て
各
人
の
自じ
悟ご
を
待
つ

　
よ
り
外ほか
な
し
と
い
へ
ど
も
、
字
句
の
解
釈
に
至
り
て
は
固もと
よ
り
容
易
に
説

　
明
し
得
べ
し
。
故
に
初
学
者
の
た
め
に
古
句
の
解
説
を
与
へ
併あわ
せ
て
多
少

　
の
批
評
を
為
す
べ
し
。

　
　

　
　
（
修
学
第
一
期
中
に
列
ね
た
る
条
項
は
思
ひ
つ
く
ま
ま
に
記
し
た
る
を

　
　
以
て
、
前
後 

錯  

綜 

さ
く
そ
う  

重    
複  

ち
ょ
う
ふ
く

あ
る
を
免
れ
ず
、
読
者
請
ふ
こ
れ
を
諒

　
　
せ
よ
）
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一
、
　
　
　
朝
顔
に
釣
瓶
つ
る
べ
取
ら
れ
て
も
ら
ひ
水
　
　
　
　
　
　
千ち
代よ

　
朝
顔
の
蔓つる
が
釣
瓶
に
巻
き
つ
き
て
そ
の
蔓
を
切
り
ち
ぎ
る
に
非
あ
ら
ざれ
ば
釣
瓶

　
を
取
る
能
は
ず
、
そ
れ
を
朝
顔
に
釣
瓶
を
取○

ら○

れ○

た○

と
い
ひ
た
る
な
り
。

　
釣
瓶
を
取
ら
れ
た
る
故
に
余よ
所そ
へ
行
き
て
水
を
も
ら
ひ
た
る
と
い
ふ
意
な

　
り
。
こ
の
も○

ら○

ひ○

水○

と
い
ふ
趣
向
俗
極
ま
り
て
蛇
足
だ
そ
く
な
り
。
朝
顔
に
釣
瓶

　
を
取
ら
れ
た
と
ば
か
り
に
て
か
へ
つ
て
善
し
。
そ
れ
も
取○

ら○

れ○

て○

と
は
最

も
っ
と
も

　
俗
な
り
。
た
だ
朝
顔
が
釣
瓶
に
ま
と
ひ
付
き
た
る
さ
ま
を
お
と
な
し
く
も

　
の
す
る
を
可
と
す
。
こ
の
句
は 
人  
口 
じ
ん
こ
う

に 

膾  

炙 

か
い
し
ゃ

す
る
句
な
れ
ど
も
俗
気

　
多
く
し
て
俳
句
と
は
い
ふ
べ
か
ら
ず
。
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一
、
　
　
　
井
戸
端

い
ど
ば
た

の
桜
あ
ぶ
な
し
酒
の
酔えい
　
　
　
　
　
　
　  

秋    

色  

し
ゅ
う
し
き

　
こ
れ
は
秋
色
と
い
ふ
女
が
十
三
歳
の
時
も
の
し
て
上
野
の
桜
に
結
び
つ
け

　
た
り
と
て
、
そ
の
桜
を
秋
色
桜
と
名
づ
け
今
も
清
水
堂
の
裏
手
に
囲かこ
ひ
た

　
る
老
樹
な
り
。
井
戸
も
そ
の
側
に
残
り
あ
り
。
（
さ
れ
ど
も
考
証
家
の
説

　
に
拠よ
れ
ば
真
の
秋
色
桜
の
位
置
は
此こ
処こ
に
あ
ら
ず
し
て 

摺 

鉢 

山 

す
り
ば
ち
や
ま
に
近
き

　
方
な
り
と
）
こ
の
意
は
井
戸
端
に
桜
の
咲
き
た
る
を
見
ん
と
て
酔
ど
れ
し

　
人
の
何
の
気
も
な
く
そ
の
木
の
下
に
近
よ
る
に
ぞ
、
も
し
過
あ
や
まつ
て
井
の
中

　
に
落
ち
も
や
せ
ん
と
気
遣
き
づ
か
ひ
た
る
な
り
。
「
あ
ぶ
な
し
」
と
い
ふ
語
の
主

　
格
は 

酔  

人 

す
い
じ
ん

に
し
て
桜
に
あ
ら
ず
。
し
か
も
そ
の
酔
人
と
い
ふ
語
は
な
く

　
た
だ
「
酒
の
酔
」
と
虚
に
い
ひ
た
る
の
み
な
れ
ば
、
普
通
の
文
章
の
や
う
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に
解
し
て
は
解
し
が
た
き
わ
け
な
り
。
さ
て
こ
の
句
も
千
代
の
朝
顔
の
句

　
と
同
じ
く
俗
に
し
て
見
る
に
堪た
へ
ず
。
た
だ
千
代
の
に
比
す
れ
ば
俗
気
少

　
か
ら
ん
か
。

一
、
　
　
　
蚊
に
こ
ま
る
蚊
も
ま
た
こ
ま
る
団
扇
う
ち
わ
か
な
　
　
　
失
名

　
誰
の
句
と
は
知
ら
ね
ど
俗
間
に
伝
称
す
る
句
な
り
。
意
義
は
解
釈
す
る
ま

　
で
も
な
し
。
こ
の
句
の
如
き
は
俗
の
ま
た
俗
な
る
も
の
に
し
て
、
前
二
句

　
に
比
す
る
も
ま
た
数
等
の
下
に
あ
り
。
た
だ
俗
間
此かく
の
如
き
も
の
を
発
句

　
と
称とな
へ
を
る
者
多
き
故
に
そ
の
妄もう
を
弁
ず
る
の
み
。
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一
、
　
　
　
何
事
ぞ
花
見
る
人
の  

長    

刀  

な
が
が
た
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
去
来

　
意
は
長
刀
さ
し
た
る
人
の
花
見
に
出
掛
け
た
る
を
咎とが
め
た
る
な
り
。
花
見

　
と
な
ら
ば
い
か
め
し
き
長
刀
を
さ
し
て
群
衆
の
中
へ
出
る
で
も
あ
る
ま
じ

　
き
に
、
そ
の
無
風
流
は
何
事
ぞ
と
嘲
あ
ざ
けり
た
る
な
り
。
こ
れ
ら
は
多
少
の
理

　
想
を
含
み
を
る
故
に
俗
間
に
伝
は
り
称
せ
ら
る
れ
ど
も
、
名
句
と
言
ふ
は

　
必
ず
し
も
こ
の
種
の
句
に
限
ら
ざ
る
な
り
。
否
、
こ
の
種
の
句
は
最
も
卑

　
俗
な
り
や
す
き
も
の
と
知
る
べ
し
。
こ
の
句
は
此
の
如
く
理
想
を
含
み
た

　
る
句
の
上
に
て
は  

上    

乗  

じ
ょ
う
じ
ょ
う
と
す
べ
き
名
句
な
れ
ど
も
、
初
学
者
の
こ
の

　
種
の
句
を
学
ぶ
は
最
も
危
あ
や
うし
。
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一
、
　
　
　
蒲
団
ふ
と
ん
着き
て
寝
た
る
姿
や
東
山
　
　
　
　
　
　
　
　
嵐
雪

　
こ
れ
は
実
景
を
知
ら
ぬ
人
は
そ
の
味
あ
じ
わ
いを
解
し
が
た
し
。
試
こ
こ
ろみ
に
京
都
に
行

　
き
て
つ
く
づ
く
と
東
山
を
見
る
べ
し
。
低
き
山
の
近
く
に
あ
り
て
し
か
も

　
頂
い
た
だ
きの
少
し
づ
つ
高
低
あ
る
処
、
あ
た
か
も
人
が
蒲
団
を
か
ぶ
り
て
寝
た
る

　
に
似
た
り
。
さ
れ
ば
こ
そ
こ
の
譬
喩
的

ひ
ゆ
て
き

の
吟
あ
り
た
る
な
れ
。
こ
の
句
は

　
品
の
善
き
句
に
あ
ら
ね
ど
も
滑
稽
と
軽
妙
と
を
以
て
勝まさ
り
た
る
も
の
に
し

　
て
容
易
に
模
倣
し
得
べ
き
に
非
ず
。
し
か
し
て
こ
の
句
に
つ
き
て
俗
人
は

　 

勿  

論 

も
ち
ろ
ん

普
通
の
文
学
者
に
も
解
し
が
た
き
俳
句
上
の
特
色
あ
り
。
そ
は
冬◎

　
の◎

季◎

と
い
ふ
こ
と
な
り
。
蒲
団
は
冬
季
に
し
て
こ
の
句
は
蒲
団
を
譬
喩
に

　
用
ゐ
た
れ
ど
も
、
他
に
季
と
す
べ
き
者
な
け
れ
ば
や
は
り
冬
季
と
為
る
な
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り
。
俗
人
の
解
す
る
が
如
く
こ
の
句
を
単
に
東
山
の
譬
喩
と
す
る
の
み
な

　
ら
ば
ち
よ
つ
と
を
か
し
き
ば
か
り
に
て
何
の
趣◎

も
な
き
訳
な
れ
ど
も
、
冬

　
季
に
な
る
故
に
趣
を
生
ず
る
な
り
。
さ
す
が
の
都
み
や
こも
冬
枯
れ
て
見
る
も
の

　
淋さび
し
く
寒
き
が
中
に
彼か
の
東
山
を
見
れ
ば
、
こ
れ
も
春
の
頃
の
な
ま
め
き

　
た
る
様
子
を
捨
て
て
た
だ
ひ
つ
そ
り
と
寒
さ
う
に
横
よ
こ
たは
る
処
、
如い
何か
に
も

　
蒲
団
う
ち
か
ぶ
り
て
寝
た
る
と
見
れ
ば
淋さび
し
さ
の
中
に
多
少
の
を
か
し
み

　
も
あ
り
て
何
と
な
く
面
白
う
感
ぜ
ら
る
る
な
り
。
人
も
し
こ
れ
を
疑
は
ば

　
夏
の
東
山
を
見
て
こ
の
句
を
味
ひ
、
更
に
冬
の
東
山
を
見
て
こ
の
句
を
味

　
ひ
、
以
て
そ
の
趣
の
多
少
を
比
較
す
べ
し
。
必
ず
発
明
す
る
所
あ
ら
ん
。

一
、
　
　
　 

我  

雪 

わ
が
ゆ
き

と
お
も
へ
ば
軽かろ
し
笠かさ
の
上
　
　
　
　
　
　
　
其
角
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普
通
に
は
「
我
も
の
と
思
へ
ば
軽
し
笠
の
雪
」
と
し
て
伝
は
れ
り
。
さ
れ

　
ど
「
我
も
の
」
と
し
て
は
甚
だ
俗
な
り
、
「
我
雪
」
の
方
に
従
ふ
べ
し
。

　
意
味
は
解
釈
す
る
ま
で
も
な
し
。
こ
は
端
唄
は
う
た
な
ど
に
入
り
た
る
た
め
多
少

　 

艶  

体 

え
ん
た
い

に
近
き
感
を
生
じ
、
俗
人
は 

有  

難 

あ
り
が
た

が
れ
ど
こ
れ
即
ち
こ
の
句
の

　
俗
な
る
所
以
ゆ
え
ん
な
り
。
其
角
の
句
と
し
て
は
斬
新
を
以
て
賞
す
べ
し
。
も
し

　
こ
れ
を
模
倣
も
ほ
う
す
る
者
あ
ら
ば
直
ち
に
邪
路
に
陥
お
ち
いる
こ
と  

必    

定  

ひ
つ
じ
ょ
う

な
り
。

一
、
　
　
　
し
ば
ら
く
は
花
の
上
な
る
月
夜
か
な
　
　
　
　
　
芭
蕉

　
芭
蕉
吉
野
に
て
の
吟
な
り
。
こ
れ
は
吉
野
の
花
の
多
き
こ
と
を
言
へ
る
も
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の
に
し
て
、
そ
こ
ら
一
面
の
花
な
れ
ば
月
も
し
ば
ら
く
は
花
の
上
を
立
ち

　
去
ら
ず
と
の
意
な
り
。
此こ
処こ
に
て
「
し
ば
ら
く
」
と
い
ふ
は
や
や
久
し
き

　
こ
と
を
言
へ
り
。
こ
れ
は 

素 

人 

好 

し
ろ
う
と
ず
き
の
す
る
句
な
れ
ど
も
深
き
味
の
な
き

　
句
な
り
。
け
だ
し
実
景
を
写
さ
ず
し
て
理
想
に
趨はし
り
た
る
が
た
め
な
ら
ん
。

　一
、
　
　
　
わ
が
事
と 
泥  

鰌 
ど
じ
ょ
う

の
逃
げ
し
根
芹
ね
ぜ
り
か
な
　
　
　
　
　
丈
草

　
芹
は
春
の
は
じ
め
な
り
。
芹
摘つ
み
に
と
手
を
出
し
た
れ
ば
芹
の
あ
た
り
に

　
ゐ
た
る
泥
鰌
の
捕
へ
ら
れ
ん
と
や
恐
れ
け
ん
、
あ
ち
ら
に
逃
げ
隠
れ
た
り

　
と
い
ふ
意
に
し
て
、
泥
鰌
を
擬
人
法
に
し
て
軽
く
お
ど
け
た
る
処
、
丈
草

　
の 

独  

擅 

ど
く
せ
ん

な
り
。
上
品
に
非
あ
ら
ざる
も
な
ほ
名
句
た
る
を
失
は
ず
。
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一
、
　
　
　
門
前
の
小
家
こ
い
え
も
あ
そ
ぶ
冬
至
か
な
　
　
　
　
　
　  

凡    

兆  

ぼ
ん
ち
ょ
う

　
冬
至
と
は
日
の
短
き
極
端
に
し
て
一
陽
来
復
の
日
な
り
。
し
か
れ
ど
も
こ

　
こ
に
て
は
右
の
如
き
意
味
に
用
ゐ
た
る
に
非
ず
。
け
だ
し
冬
至
は
禅
宗
に

　
お
い
て
供
養
の  
定    
日  

じ
ょ
う
じ
つ

な
る
を
以
て
、
寺
の
門
前
に
住
み
た
る
小
家
も

　
お
寺
の
縁
に
よ
り
こ
の
日
は
遊
び
暮
ら
す
と
な
り
。
門
前
と
は
普
通
の
家

　
の
門
前
な
ら
ず
し
て
寺
の
門
前
な
る
こ
と
は
一
句
の
上
に
て
明
あ
き
らか
な
り
。

　
ま
た
門
前
の
小
家
と
い
ふ
こ
と
何
の
た
め
の
家
と
は
分
ら
ね
ど
、
前
後
の

　
趣
よ
り
察
す
れ
ば
い
づ
れ
直
接
か
間
接
か
こ
の
寺
の
た
め
に
生
活
し
を
る

　
小
家
と
は
知
れ
る
な
り
。
こ
は
元
禄
の
句
な
る
が
、
当
時
に
あ
り
て
門
前
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と
い
ふ
が
如
き
言
ひ
な
れ
ぬ
漢
語
を
用
う
る
こ
と
は
少
き
に
、
こ
れ
は
か

　
へ
つ
て
後
世
蕪
村
ぶ
そ
ん
の
調
に
も
似
た
る
は
如
何
と
い
ふ
に
、
山
門
前
の
意
味

　
な
れ
ば
漢
音
に
て
門
前
と
読
ま
せ
た
る
な
り
。
山
門
に
限
ら
ず
仏
語
ぶ
つ
ご
に
は

　
漢
音
の
用
語
多
し
。
さ
て
こ
の
句
の
値
あ
た
いを
論
ぜ
ん
に
、
固もと
よ
り
余
韻
あ
る

　
句
に
あ
ら
ね
ど
一
句
の
し
ま
り
て
た
る
み
な
き
処 

名  

人 

め
い
じ
ん

の
作
た
る
に
相

　
違
な
く
、
将は
た
冬
至
の
句
と
し
て
は
上
乗
の
部
に
入
る
べ
し
。 

澹  

泊 

た
ん
ぱ
く

に

　
何
気
な
に
げ
な
く
言
ひ
出
し
た
る
処
、
か
へ
つ
て
冬
至
の
趣
あ
り
て
味
ひ
あ
り
。

一
、
　
　
　
里
人
の
渡
り
候
そ
う
ろ
うか
橋
の
霜
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

宗  

因 

そ
う
い
ん

　
句
意
は  

橋    

上  

き
ょ
う
じ
ょ
う
の
霜
に
足
跡
あ
る
を
見
て
、 
大  

方 
お
お
か
た

里
人
の
は
や
渡
り
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た
ら
ん
か
と
想
像
し
た
る
ま
で
な
り
。
さ
れ
ど
こ
の
句
は 

檀  

林 

だ
ん
り
ん

の
開
祖

　
宗
因
の
作
に
し
て
、
一
句
の
目
当
め
あ
て
は
趣
に
あ
ら
ず
、
か
へ
つ
て
言
葉
の
上

　
の
口
あ
ひ
に
あ
る
こ
と
檀
林
の
特
色
な
り
。
こ
の
句
も
候
な
ど
の
字
を
つ

　
か
ひ
た
る
は
謡
曲
の
文
句
を
用
ゐ
た
る
な
れ
ど
も
、
そ
れ
ば
か
り
に
て
は

　
い
ま
だ
口
あ
ひ
に
な
ら
ず
、
け
だ
し
謡
曲
の
中
に
は
「
里
人
の
渡
り
候
か
」

　
と
い
ふ
言
葉
あ
る
べ
し
。
（
今
何
の
中
に
あ
り
と
記
憶
せ
ね
ど
も
）
そ
の

　
謡
曲
の
意
は
こ
の
辺
に
里
人
は
お
ぢ
や
る
か
と
尋
ね
た
る
も
の
な
る
を
、

　
こ
の
俳
句
に
て
は
「
渡
わ
た
り」
の
字
の
意
義
を
転
用
し
て
お
ぢ
や
る
と
い
ふ
事

　
に
は
用
ゐ
ず
、
橋
を
渡
る
の
渡
る
意
に
用
ゐ
、
以
て
口
あ
ひ
と
な
し
た
る

　
な
り
。
檀
林
風
の
句
多
く
は
こ
の
種
な
り
。
さ
て
こ
の
種
の
句
は
俳
諧
史

　
の
上
に
は
著
き
功
績
あ
り
た
れ
ど
も
、
今
日
よ
り
評
せ
ん
に
は
一
文
の
価
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値
も
な
か
る
べ
し
。
い
は
ゆ
る
趣
味
余
韻
の
如
き
は
毫ごう
も
こ
れ
を
有
せ
ざ

　
る
が
た
め
の
み
。

一
、
　
　
　
世
の
中
は
三
日
見
ぬ
間
に
桜
か
な
　
　
　
　
　
　 

蓼  

太 

り
ょ
う
た

　
名
高
き
句
に
て
世
の
人
大
方
は
知
れ
り
。
句
意
は
世
の
中
の
有
為
転
変

う
い
て
ん
ぺ
ん
な

　
る
は
桜
花
の
少
し
の
間
に
咲
き
満
ち
た
る
と
同
じ
と
な
り
。
誰
に
も
能よ
く

　
分
る
句
に
て
し
か
も
理
想
を
含
み
た
れ
ば
世
人
に
は  

賞    

翫  

し
ょ
う
が
ん

せ
ら
る
る

　
も
の
と
覚
え
た
り
。
さ
れ
ど
も
理
想
を
含
み
た
る
者
必
ず
し
も
善
か
ら
ざ

　
る
は
前
に
も
言
ひ
た
る
如
し
。
い
は
ん
や
こ
の
句
の
如
き
格
調
の
下
品
な

　
る
者
は
俳
句
と
も
言
ひ
が
た
き
位
な
り
。
さ
れ
ど
も
は
じ
め
て
の
作
と
し
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て
は
保
存
す
る
も
可
な
り
。
ゆ
め
模
倣
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
な
り
。
俗
に

　
は
「
三
日
見
ぬ
間
の
」
と
伝
へ
た
れ
ど
も
や
は
り
「
見
ぬ
間
に○

」
と
「
に
」

　
の
字
の
方
よ
ろ
し
。
「
の
」
と
す
れ
ば
全
く
譬ひ
喩ゆ
と
な
り
て
味
少
く
、

　
「
に
」
と
す
れ
ば
「
桜
」
が
主
と
な
り
実
景
と
な
る
故
に
多
少
の
趣
を
生

　
ず
べ
し
。

一
、
　
　
　
朝
顔
や
紺こん
に
染
め
て
も
強
か
ら
ず
　
　
　
　
　
　
也
有
や
ゆ
う

　
糸
抔など
を
紺
に
染
む
れ
ば
糸
が
強
く
丈
夫
に
な
る
と
は
俗
に
言
ふ
所
な
り
。

　
さ
れ
ど
朝
顔
の
花
は
紺
色
の
も
の
も
や
は
り
そ
の
朝
限
り
の
命
に
て
強
く

　
も
あ
ら
ず
と
お
ど
け
興
じ
た
る
な
り
。
也
有
の
句
概
お
お
むね
こ
の
類
た
ぐ
いな
り
。
こ
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れ
ら
も
ち
よ
つ
と
を
か
し
み
あ
れ
ど
初
学
の
模
倣
す
べ
き
も
の
に
は
あ
ら

　
ず
。

一
、
　
　
　
御
手
討

お
て
う
ち

の
夫
婦
な
り
し
を
衣
こ
ろ
もが
へ
　
　
　
　
　
　
蕪
村

　
善
く
昔
の
小
説
に
あ
る
筋
を
詠
み
た
る
な
り
。
某
の
男
お
の
が
主
人
の
娘

　
ま
た
は
腰
元
な
ど
に
馴な
れ
染
め
し
が
、
い
つ
し
か
そ
の
事
主
人
の
耳
に
入

　
り
不
義
は
御
家
お
い
え
の
御
法
度

ご
は
っ
と

な
り
と
て
御
手
討
に
な
る
べ
き
処
を
、
側
の
者

　
が
申
し
な
だ
め
て
二
人
の
命
を
乞こ
ひ
た
る
な
ら
ん
。
そ
の
後
二
人
は
夫
婦

　
と
な
り
て
安
楽
に
暮
ら
し
を
る
さ
ま
を
か
く
は
つ
づ
り
し
な
め
り
。
衣
が

　
へ
は
更
衣
と
も
書
き
て
夏
の
初
め
に 

綿  
入 

わ
た
い
れ

を
脱
ぎ
袷
あ
わ
せに
着き
か
ふ
る
こ
と
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を
い
ふ
。
特
に
こ
の
句
に
更
衣
を
用
ゐ
た
る
は
今
は
二
人
の
者
が
世
帯
を

　
持
ち
て
平
穏
に
暮
ら
し
を
る
事
を
現
は
さ
ん
が
た
め
に
し
て
、
こ
れ
ら
の

　
言
廻
し
取
り
合
せ
な
ど
総すべ
て
老
練
の
極
な
り
。 

人  

世 

じ
ん
せ
い

の
複
雑
な
る
事
実

　
を
取
り
来
り
て
か
く
ま
で
に
詠
み
こ
な
す
こ
と
、
蕪
村
が
一
大
俳
家
と
し

　
て
芭
蕉
以
外
に
一
旗き
幟し
を
立
て
た
る
所
以
ゆ
え
ん
な
り
。
因ちな
み
に
い
ふ
、
こ
の
趣

　
向
は
小
説
の
上
に
は
あ
り
ふ
れ
た
り
と
い
へ
ど
も
、
蕪
村
時
代
に
は
ま
だ

　
箇
様
か
よ
う
な
小
説
は
な
か
り
し
も
の
な
り
。
蕪
村
は
慥たし
か
に
小
説
的
思
想
を
有

　
し
た
り
。

一
、
　
　
　
お
ち
ぶ
れ
て 

関  

寺 

せ
き
で
ら

う
た
ふ
頭
巾
ず
き
ん
か
な
　
　
　
　
　
几
董
き
と
う
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頭
巾
は
冬
季
な
り
。
関
寺
と
は
「
関
寺
小
町
」
と
い
ふ
謡
曲
の
名
に
し
て
、

　
小
町
が
お
ち
ぶ
れ
し
後
の
事
を
綴つづ
り
た
る
な
り
。
昔
は
さ
る
べ
き
人
の
今

　
は
お
ち
ぶ
れ
て
関
寺
小
町
な
ど
を
謡
ひ
を
る
さ
ま
を
詠
め
り
。 

零  

落 

れ
い
ら
く

せ

　
し
人
故
に
特
に
関
寺
小
町
を
取
り
合
せ
た
る
な
り
。
頭
巾
と
は
お
ち
ぶ
れ

　
し
人
の
頭
巾
着
て
を
る
を
い
ふ
な
り
。
「
う
た
ふ
頭
巾
か
な
」
と
い
ふ
続

　
き
に
て
頭
巾
着
た
人
が
謡
ふ
と
な
る
こ
と
俳
句
に
お
い
て
通
例
の
句
法
な

　
り
。
ま
た
頭
巾
と
い
ふ
季
を
結
び
た
る
は
冬
な
れ
ば
人
の
零
落
し
た
る
趣

　
に
善
く
副そ
ひ
、
ま
た
頭
巾
を
冠かぶ
り
て
侘わ
び
た
る
様
子
も
見
ゆ
る
故
な
り
。

一
、
　
　
　
う
ち
そ
む
き
木
を
割
る
桃
の
主
あ
る
じか
な
　
　
　
　
　
白
雄
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桃
と
は
桃
花
の
こ
と
に
て
春
季
な
り
。
桃
の
主
と
は
前
後
の
模
様
に
て
考

　
ふ
れ
ば
樵
夫
き
こ
り
か
百
姓
な
ど
の
類
た
ぐ
いな
る
べ
し
。
木
を
割
る
と
は
薪まき
を
割
る
な

　
り
。
う
ち
そ
む
き
と
は
桃
の
花
を
背
に
し
て
木
を
割
る
と
い
ふ
意
な
り
。

　
即
景
そ
の
ま
ま
に
し
て
多
少
の
野
趣
あ
り
。

一
、
　
　
　  

時    
鳥  

ほ
と
と
ぎ
す

鳴
く
や
蓴
菜
ぬ
な
わ
の 

薄 

加 

減 

う
す
か
げ
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
暁
台

　
蓴
菜
は
俗
に
い
ふ
じ
ゆ
ん
さ
い
に
し
て
此こ
処こ
に
て
は
ぬ
な
は
と
読
む
。
薄

　
加
減
は
じ
ゆ
ん
菜さい
の
料
理
の
こ
と
に
し
て
塩
の
利き
か
ぬ
や
う
に
す
る
事
な

　
ら
ん
。
さ
て
時
鳥
と
蓴
菜
と
の
関
係
は
如
何
と
い
ふ
に
、
関
係
と
い
ふ
ほ

　
ど
の
も
の
な
く
た
だ
時
候
の
取
り
合
せ
と
見
て
可
な
り
。
必
ず
し
も
蓴
菜
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を
喰
ひ
を
る
時
に
時
鳥
の
啼な
き
過
ぎ
た
る
者
と
す
る
に
も
及
ば
ず
。
た
だ

　
蓴
菜
の
薄
加
減
に
出
来
し
時
と
時
鳥
の
な
く
時
と
ほ
ぼ
同
じ
時
候
な
る
を

　
以
て
、
こ
の
二
物
に
よ
り
こ
の
時
候
を
現
は
し
た
る
な
り
。
し
か
も
二
物

　
と
も
夏
に
し
て
時
鳥
の
音
の
清きよ
ら
な
る
蓴
菜
の
味
の
澹
泊
な
る
処
、
能
く

　
夏
の
始
は
じ
めの
清
涼
な
る
候
を
想
像
せ
し
む
る
に
足
る
。
こ
れ
ら
の
句
は
取
り

　
合
せ
の
巧
拙
に
よ
り
て
ほ
ぼ
そ
の
句
の
品
格
を
定
む
。

一
、
　
　
　
初
雪
や
く
ば
り
足
ら
い
で
比
枝
許

ひ
え
ば
か

り
　
　
　
　
　 

蝶  

夢 

ち
ょ
う
む

　
初
雪
が
降
る
こ
と
は
降
つ
た
が
余
り
少
量
故
何ど
処こ
も
彼か
も
降
る
と
い
ふ
わ

　
け
に
は
行
か
ず
、
た
だ 

比 

叡 

山 

ひ
え
い
ざ
ん

の
上
ば
か
り
に
降
つ
た
と
い
ふ
こ
と
な
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り
。
配
り
足
ら
ぬ
と
は
初
雪
を
擬
人
法
に
し
て
さ
う
い
ふ
な
り
。
巧
者
な

　
句
と
い
ふ
べ
し
。

一
、
　
　
　
砂
川
や
枕
の
ほ
し
き
夕
涼
み
　
　
　
　
　
　
　
　 

闌  

更 

ら
ん
こ
う

　
砂
川
に
出
で
涼
み
て
を
れ
ば
涼
し
く
も
あ
り
、
か
つ
は
余
り
砂
川
の
清
ら

　
さ
に
枕
ま
く
らを
か
り
て
こ
の 
河 
原 

表 
か
わ
ら
お
も
て
の
砂
の
上
に
寐
転
ね
こ
ろ
び
た
し
と
の
意
に
て

　
軽
妙
な
る
句
な
り
。

一
、
　
　
　
追
々
に
塔
の
雫
し
ず
くや
春
の
雪
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

二  

柳 

じ
り
ゅ
う
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春
の
雪
は
早
く
解と
け
る
も
の
な
り
。
さ
れ
ど
五
重
の
塔
の
屋
根
に
は
日
向
ひ
な
た

　
と
日
陰
ひ
か
げ
と
い
ろ
い
ろ
に
あ
る
故
に
、
先ま
づ  

一    

処  

ひ
と
と
こ
ろ

よ
り
解
け
初そ
む
る
と

　
思
へ
ば
次
第
々
々
に
此
処
彼
処

こ
こ
か
し
こ

と
解
け
て
、
果
て
は
ど
こ
も
か
も
雫
が
落

　
つ
る
や
う
に
な
り
た
り
と
い
ふ
意
な
り
。
こ
れ
は
巧
者
な
句
な
り
。

一
、
　
　
　
菊
の
香か
や
奈
良
に
は
古
き
仏
た
ち
　
　
　
　
　
　
芭
蕉

　
こ
の
句
に
お
い
て
菊
と
仏
と
は
場
所
の
関
係
な
し
。
必
ず
し
も
仏
の
前
に

　
菊
を
供
へ
た
る
に
も
あ
ら
ず
、
必
ず
し
も
仏
堂
の
側
に
菊
の
咲
き
た
る
に

　
も
あ
ら
ず
、
強し
ひ
て
場
所
の
関
係
を
言
は
ば
菊
も
古
仏
も
共
に
奈
良
に
あ

　
る
ま
で
の
事
な
り
。
作
者
の
奈
良
に
遊
び
し
時
あ
た
か
も
菊
の
咲
く
頃
な
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り
し
な
る
べ
く
、
従
つ
て
こ
の
句
を
以
て
奈
良
を
現
は
し
た
る
な
る
べ
し

　
と
い
へ
ど
も
、
し
か
も
菊
花
と
古
仏
と
の
取
り
合
せ
は
共
に
さ
び
尽
し
た

　
る
処
、
少
し
も
動
か
ぬ
や
う
に
観み
ゆ
。
こ
こ
作
者
の 

活  

眼 

か
つ
が
ん

と
知
る
べ
し
。

　一
、
　
　
　
秋
風
や
白
木
し
ら
き
の
弓
に
弦つる
張
ら
ん
　
　
　
　
　
　
　
去
来

　
夏か
時じ
白
木
の
弓
に
弦
を
張
れ
ば
膠
に
か
わが
剥は
げ
る
と
て
秋
冷
の
候
を
待
ち
て
す

　
る
な
り
。
故
に
秋
風
や
と
置
け
り
。
さ
れ
ど
も
そ
れ
ば
か
り
に
て
は
理
屈

　
の
句
に
て
些
の
趣
味
な
し
。
け
だ
し
弓
は
昔
時
せ
き
じ
に
あ
つ
て
は
神
聖
な
る
武

　
器
に
し
て
、
戦
場
に
用
ゐ
ら
る
る
は
言
ふ
ま
で
も
な
く
、
蟇
目
ひ
き
め
な
ど
と
て

　
妖
魔
よ
う
ま
を
攘はら
ふ
の
儀
式
も
あ
る
位
な
れ
ば
、
金
気
き
ん
き
の  

粛    

殺  

し
ゅ
く
さ
つ

た
る
に
取
り
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合
せ
て
自
お
の
ず
から
無
限
の
趣
味
を
生
ず
る
を
見
る
。
い
は
ん
や
そ
の
弓
は
白
木

　
の
弓
な
る
を
や
。
白
色
に
は
神
聖
の
感
あ
り
、
粛
殺
の
感
あ
り
、
故
に
秋

　
の
色
は
白
と
す
。
こ
の
句
無
造
作
に
詠
み
出
で
て
男
ら
し
き
処
を
失
は
ず
。

　
有
り
難
き
佳
句
な
り
。

一
、
　
　
　
時
鳥
な
く
や
雲
雀
ひ
ば
り
の
十
文
字
　
　
　
　
　
　
　
　
去
来

　
時
鳥
は
夏
に
し
て
雲
雀
は
春
な
り
。
さ
れ
ど
も
時
鳥
は
春
に
鳴
か
ず
し
て

　
雲
雀
は
夏
も
を
る
故
こ
の
句
は
夏
季
と
な
る
な
り
。
こ
の
意
は
時
鳥
は
横

　
一
文
字
に
飛
ぶ
も
の
に
し
て
雲
雀
は
下
よ
り
上
へ 

真  

直 

ま
っ
す
ぐ

に
上
る
者
な
り
。

　
故
に 

丁  

度 

ち
ょ
う
ど

雲
雀
の
上
る
処
を
時
鳥
が
横
ぎ
り
て
あ
た
か
も
十
文
字
の
如
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く
な
り
た
る
を
い
ふ
な
り
。
最
も
巧
妙
な
る
句
な
り
。

一
、
　
　
　
卯う
の
花
の
絶
間
た
え
ま
敲たた
か
ん
闇やみ
の
門かど
　
　
　
　
　
　
　
去
来

　
闇
夜
に
人
の
門
を
叩
か
ん
と
す
る
に
、
一
寸
先
は
闇くろ
う
し
て
い
づ
く
を
門

　
と
も
定
め
が
た
し
。
た
だ
そ
こ
ら
の
垣かき
一
面
に
咲
け
る
卯
の
花
は
闇
に
も

　
白
く
見
ゆ
る
に
ぞ
、
そ
の
中
に
少
し
ば
か
り
卯
の
花
の
絶
え
た
る
処
こ
そ

　
門
な
ら
め
と
推
量
し
た
る
な
り
。
夜
景
綺
麗
き
れ
い
な
れ
ば
素
人
の
劇
賞
す
る
句

　
な
り
。
こ
の
句
わ
ろ
し
と
に
は
あ
ら
ね
ど
素
人
の
好す
く
ほ
ど
に
善
き
句
に

　
あ
ら
ず
。
（
但
し
千
代
の
朝
顔
の
句
、
秋
色
の
桜
の
句
抔など
に
比
す
れ
ば
こ

　
の
句
の
高
き
こ
と
数
等
な
り
）
も
し
絶
間
と
い
ふ
語
を
改
め
な
ば
今
一
段
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の
佳
句
と
も
な
る
べ
し
。

一
、
　
　
　 

生  

娘 
き
む
す
め

の
袖そで
誰
が
引
い
て
雉
の
声
　
　
　
　
　
　
　
也
有

　
雉きじ
は
や
さ
し
き
姿
な
が
ら
お
そ
ろ
し
き
声
を
出
す
も
の
故
、
あ
た
か
も
た

　
は
れ
男お
に
袖
引
か
れ
た
る
生
娘
が
覚
え
ず
高
声
を
発
し
た
る
に
も
似
た
り

　
と
な
り
。
こ
の
句
は
生
娘
の
声
を
雉
に
譬たと
へ
た
り
と
す
る
も
、
ま
た
は
雉

　
の
声
を
生
娘
に
譬
へ
た
り
と
す
る
も
妨
げ
な
し
。

一
、
　
　
　
む
つ
と
し
て
戻
れ
ば
庭
に
柳
か
な
　
　
　
　
　
　
蓼
太
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「
む
つ
と
し
て
帰
れ
ば
門かど
に 

青  

柳 

あ
お
や
ぎ

の
」
と
端
唄
は
う
た
に
も
謡うた
は
れ
た
れ
ば
世
の

　
人
は
善
く
知
り
た
ら
ん
。
句
意
は
余よ
所そ
で
腹
の
立
つ
事
あ
り
て
む
つ
と
し

　
な
が
ら
内
に
帰
れ
ば
、
庭
に
柳
の
お
と
な
し
く
垂た
れ
た
る
を
見
て
、
こ
の

　
柳
の
如
く
風
に
も
さ
か
ら
は
ず
、
た
だ 

柔  

和 

に
ゅ
う
わ

に
し
て
こ
そ
世
の
中
も
渡

　
る
べ
け
れ
と
悟さと
り
た
る
な
り
。
箇
様
な
理
想
を
含
む
故
に
端
唄
に
も
は
ひ

　
り
た
れ
ど
、
俗
気
十
分
に
し
て
月
並
調
の  

本    

色  

ほ
ん
し
ょ
く

を
現
は
せ
り
。
千
代

　
の
朝
顔
の
句
よ
り
も
な
ほ
厭いや
な
心
地
す
。

一
、
　
　
　
妻
に
も
と 

幾  

人 

い
く
た
り

思
ふ
花
見
か
な
　
　
　
　
　
　
　
破
笠
は
り
つ

　
花
見
の
中
に
交まじ
り
て
行
け
ば
美
人
が
綺き
羅ら
を
着
飾
り
て
沢
山
出
で
来
る
故
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に
、
あ
の
や
う
な
女
を 

我  

妻 

わ
が
つ
ま

に
し
た
い
、
こ
の
や
う
な
娘
も
我
妻
に
し

　
た
い
と
思
ふ
と
い
ふ
こ
と
な
り
。
綺
羅 

雑  

沓 

ざ
っ
と
う

し
て
都
会
の
花
見
の
盛
さ
か
んな

　
る
さ
ま
は
裏
面
に
現
は
れ
た
り
。

一
、
　
　
　
見
ぐ
る
し
き
馬
に
の
り
け
り
雲
の
峰
　
　
　
　
　 

斗  

入 

と
に
ゅ
う

　
雲
の
峰
は
夏
季
に
し
て  
夏
雲
多
奇
峰  
か
う
ん
き
ほ
う
お
お
し
の
意
な
り
。
こ
の
雲
が
出
て
来
る

　
と
熱
く
な
る
故
、
雲
の
峰
に
は
夏
の
空
の
晴
れ
て
熱
き
心
を
言
へ
る
が
例

　
な
り
。
こ
の
句
は
旅
人
の
か
ら
尻
な
ど
に
乗
り
て
行
く
様
を
言
ひ
し
も
の

　
な
れ
ば
、
綺
麗
な
馬
に
非
る
は 

勿  

論 

も
ち
ろ
ん

な
れ
ど
、
特
に
見
ぐ
る
し
き
と
言

　
ふ
上
は
通
常
の
よ
り
も
よ
ほ
ど
見
ぐ
る
し
と
の
意
な
り
。
け
だ
し
炎
天
に
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人
を
載の
せ
て
歩
む
こ
と
故
、
馬
も
い
た
く
疲
れ
て
道
は
か
ど
ら
ず
、
毛
は

　
汗
に
よ
ご
れ
て
如
何
に
も
見
苦
し
き
さ
ま
を
言
へ
る
な
り
。
一
句
吟
じ
畢
お
わ

　
れ
ば
炎
天
に
人
馬
の
疲
労
せ
し
さ
ま
見
る
が
如
し
。

一
、
初
学
の
人
道
に
進
む
は
い
づ
れ
の
方
向
よ
り
す
る
も
勝
手
な
れ
ど
も
、

　
普
通
の
学
生
な
ど
の
俳
句
を
も
の
す
る
は
多
く
漢
語
を
用
ゐ
漢
詩
を
応
用

　
す
る
者
を
実
際
上
多
し
と
す
。
例
へ
ば   

水 

村 

山 

郭 

酒 

旗 

風   

す
い
そ
ん
さ
ん
か
く
し
ゅ
き
の
か
ぜ

と
い
ふ

　
杜
牧
と
ぼ
く
の
成
句
を
取
り
て
こ
れ
に
秋
季
の
景
物
を
添
へ

　
　
　
　
　
沙は
魚ぜ
釣つる
や
水
村
山
郭
酒
旗
風
　
　
　
　
　
　
　
　
嵐
雪

　
　
　
　
　

　
と
い
ふ
が
如
き
こ
れ
に
て
も
俳
句
な
り
。
こ
の
辺
よ
り 

悟  

入 

ご
に
ゅ
う

す
る
も
可
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な
り
。
ま
た
成
句
を
用
ゐ
ざ
る
も
た
だ
目
前
の
景
物
を
取
り
て
一
列
に
並

　
べ
た
る
ば
か
り
に
て
も
俳
句
に
な
ら
ぬ
事
は
あ
ら
じ
。

　
　
　
　
　
奈
良
七
重
な
な
え
七
堂
伽
藍
が
ら
ん
八
重
桜
　
　
　
　
　
　
　
　
芭
蕉

　
　
　
　
　 

藪  
寺 

や
ぶ
で
ら

や  

筍  

月  

夜  
た
け
の
こ
づ
き
よ

時
鳥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
成
美
せ
い
び

　
　
　
　
　
浦
山
や  
有  
明  

霞  
あ
り
あ
け
が
す
み  

遅    

桜  

お
そ
ざ
く
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
羽う

　
　
　
　
　
人じん

　
　
　
　
　

　
な
ど
の
作
例
も
あ
る
な
り
。
こ
の
三
句
の
中
に
て
成
美
の
句
最
も
っ
と
も佳
な
り
と

　
す
。

一
、
和
歌
を
学
び
た
る
人
の
俳
句
に
入
る
は
詩
人
の
俳
句
に
入
る
よ
り
も
難
か
た
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し
。
こ
れ
和
歌
の
性
質
の
然しか
る
に
あ
ら
ず
し
て
今
日
普
通
の
和
歌
と
称
す

　
る
者
の
文
学
的
な
ら
ざ
れ
ば
な
り
。
『
万
葉
集
』
の
歌
は
文
学
的
に
作
為

　
せ
し
も
の
に
非
れ
ど
も
、
穉ち
気き
あ
り
て
俗
気
な
き
処
か
へ
つ
て
文
学
的
な

　
る
者
多
し
。
『
新
古
今
集
』
に
は
間
々
佳
篇
あ
り
。
『 

金  

槐 

き
ん
か
い

和
歌
集
』

　
に
は
千
古
の
絶
唱
十
首
ば
か
り
あ
る
べ
し
。
徳
川
氏
の
末
に
至
り
て
は
繊せ

　   

巧 

ん
こ
う
な
る
方かた
の
み
や
や
文
学
的
と
は
な
れ
り
。
こ
れ
ら
の
歌
よ
り
進
む
者

　
は
固もと
よ
り
俳
句
に
入
り
得
べ
く
、
し
か
も
詩
人
の
俳
句
に
入
る
よ
り
も
入

　
り
や
す
き
こ
と
論
を
俟ま
た
ず
。
さ
れ
ど
も
『
古
今
集
』
の
如
き
言
語
あ
り

　
て
意
匠
な
き
歌
よ
り
進
み
来
ら
ば
俳
道
に
入
る
こ
と
甚
は
な
はだ
困
難
な
る
べ
し
。

　
け
だ
し
俳
句
の
上
に
て
は
優
長
な
る
調
子
を
容い
れ
ず
。
む
し
ろ
切
迫
な
る

　
方
に
傾
く
が
故
な
り
。
試
こ
こ
ろみ
に
俳
句
的
の
和
歌
を
挙
げ
な
ば
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も
の
ゝ
ふ
の
矢
な
み
つ
く
ろ
ふ
こ
て
の
上
に
霰
あ
ら
れた
ば
し
る
那
須
の
篠

　
　
　
原
　
　
源
　    

実        

朝    

み
な
も
と
の
さ
ね
と
も

　
　
　

　
の
如
き
を
然しか
り
と
す
。
こ
の
外
『
新
古
今
』
の
「
入
日
い
り
ひ
を
あ
ら
ふ
沖
つ
白し

　   

浪 

ら
な
み
」
「
葉
広
は
び
ろ
か
し
は
に
霰
ふ
る
な
り
」
な
ど
、
ま
た
は
真
淵
ま
ぶ
ち
の
鷲わし
の
嵐
あ
ら
し
、

　
粟
津
あ
わ
づ
の 

夕  

立 

ゆ
う
だ
ち

の
歌
な
ど
の
如
き
は
和
歌
の 

尤  

物 

ゆ
う
ぶ
つ

に
し
て
俳
句
に
も
な

　
り
得
べ
き
意
匠
な
り
。

一
、
前
に
は
初
学
者
の
た
め
に
多
少
古
句
の
解
釈
な
ど
試
み
た
れ
ど
、
そ
は

　
標
準
と
す
べ
き
者
を
挙
げ
た
る
に
は
あ
ら
ず
。
故
に
今
こ
こ
に
標
準
と
す

　
べ
き
者
十
数
句
を
挙
げ
て
第
一
期
の
結
尾
と
な
す
べ
し
。
但
し
俳
句
に
入
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る
人
繊
巧
よ
り
佶
屈
よ
り
疎
大
よ
り
滑
稽
よ
り
お
の
お
の
道
を
選
び
て
進

　
む
こ
と
勿
論
な
れ
ど
も
、
平
易
よ
り
進
む
方
最
も
普
通
に
し
て
し
か
も
正せ

　
路いろ
な
り
と
思
ふ
が
故
に
、
こ
こ
に
平
易
な
る
句
を 

抜  

萃 

ば
っ
す
い

せ
り
。
分
け
登

　
る
道
は
い
づ
れ
な
り
と
も
、
そ
の
極
に
至
れ
ば
同
じ
雲
井
に
一
輪
の 

大  

だ
い
げ

　
月 つ
を
見
る
の
外
は
あ
ら
じ
。

　
　
　
　
　
五
六
本
よ
り
て
し
だ
る
ゝ
柳
か
な
　
　
　
　
　
　
去
来

　
　
　
　
　
永
き
日
や
大
仏
殿
の
普
請
声
　
　
　
　
　
　
　
　
李
由
り
ゆ
う

　
　
　
　
　
凩
こ
が
ら
しや
刈
田
か
り
た
の
あ
と
の 
鉄 
気 
水 
か
な
け
み
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
惟
然
い
ぜ
ん

　
　
　
　
　
清
水
の
上
か
ら
出
た
り
春
の
月
　
　
　
　
　
　
　 

許  

六 

き
ょ
り
く

　
　
　
　
　
声
か
け
て
鵜
縄
う
な
わ
を
さ
ば
く
早
瀬
か
な
　
　
　
　
　
涼
菟
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鎌
倉
の
街
道
を
の
す
燕
つ
ば
めか
な
　
　
　
　
　
　
　
　  

尚    

白  

し
ょ
う
は
く

　
　
　
　
　
春
の
日
の
念
仏
ゆ
る
き
野
寺
か
な
　
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
静
か
さ
は
栗
の
葉
沈
む
清
水
か
な
　
　
　
　
　
　
同
＊

　
　
　
　
　
よ
ろ
〳
〵
と 

撫  

子 

な
で
し
こ

残
る
枯
野
か
な
　
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
藁わら
積
ん
で
広
く
淋
し
き
枯
野
か
な
　
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
道
ば
た
に
多
賀
の
鳥
居
の
寒
さ
か
な
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
夕
立
や
川
追
ひ
あ
ぐ
る
裸
馬
　
　
　
　
　
　
　
　 

正  

秀 

ま
さ
ひ
で

　
　
　
　
　
山
松
の
あ
は
ひ
〳
〵
や
花
の
雲
　
　
　
　
　
　
　
そ
の

　
　
　
　
　
市
中
は
も
の
ゝ
匂
ひ
や
夏
の
月
　
　
　
　
　
　
　  

凡    

兆  

ぼ
ん
ち
ょ
う

　
　
　
　
　
百
舌
鳥

も

ず

鳴
く
や
入
日
い
り
ひ
さ
し
こ
む 
女 

松 

原 
め
ま
つ
ば
ら

　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
な
が
〳
〵
と
川
一
筋
や
雪
の
原
　
　
　
　
　
　
　
同
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旅
人
の
見
て
行
く
門かど
の
柳
か
な
　
　
　
　
　
　
　
樗
良
ち
ょ
ら

　
　
　
　
　
春
雨
や
松
に
鶴
鳴
く
和
歌
の
浦
　
　
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
我
庵いお
は  

榎    

許  

え
の
き
ば
か

り
の
落
葉
か
な
　
　
　
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　

　
以
上
の
句
は
皆
句
調
の
巧
を
求
め
ず
、
た
だ
あ
り
の
ま
ま
の
事
物
を
あ
り

　
の
ま
ま
に
つ
ら
ね
た
る
ま
で
な
れ
ば
、
誠
に
平
易
に
し
て
誰
に
も
分
る
な

　
る
べ
し
。
し
か
し
て
そ
の
句
の
価
値
を
問
へ
ば
即
ち
多
く
は
こ
れ
第
一
流

　
の
句
に
し
て
俳
句
界
中
有
数
の
佳
作
な
り
。

　
　
　
　
＊
　
こ
の
句
の
作
者
は
、
子
規
自
身
「
随
問
随
答
」
で
た
だ
し
て

　
　
　
　
　
い
る
よ
う
に
「
尚
白
」
で
な
く
「
柳
陰
」
で
あ
る
が
底
本
の
ま

　
　
　
　
　
ま
と
し
て
お
い
た
。
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第
六
　
修
学
第
二
期

一
、
利
根
り
こ
ん
の
あ
る
学
生
俳
句
を
も
の
す
る
こ
と
五
千
首
に
及
ば
ば
直
ち
に
第

　
二
期
に
入
る
べ
し
。
普
通
の
人
に
て
も
多
少
の
学
問
あ
る
者
俳
句
を
も
の

　
す
る
こ
と
一
万
首
以
上
に
至
ら
ば
必
ず
第
二
期
に
入
り
来
ら
ん
。

一
、
句
数
五
千
一
万
の
多
き
に
至
ら
ず
と
も
、
才
能
あ
る
人
は
数
年
の
星
霜

　
を
経ふ
る
間
に
は
自
然
と
発
達
し
て
、
何い
時つ
の
間
に
か
第
二
期
に
入い
り
を
る

　
事
多
し
。
け
だ
し
自
ら
多
く
も
の
せ
ず
と
も
多
年
の
間
に
は
他
人
の
句
を

　
見
、
説
を
聞
く
こ
と
多
き
が
た
め
な
り
。

一
、
第
一
期
第
二
期
の
限
界
は
判
然
た
る
も
の
に
非
ず
。
し
か
れ
ど
も
俳
句
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を
も
の
す
る
人
は
初
め
は
五
里
霧
中

ご
り
む
ち
ゅ
う
に
迷
ふ
が
如
く
、
他
人
任
せ
に
句
を

　
作
る
が
如
き
感
あ
り
。
た
だ
句
数
と
歳
月
と
を
積
む
こ
と
多
け
れ
ば
ほ
ぼ

　
一
句
の
こ
な
し
つ
き
、
古
人
の
句
を
見
て
も
自
分
の
句
を
見
て
も
あ
ら
ま

　
し
の
評
論
も
出
来
、
何
と
な
く
自
己
心
中
に
頼
む
所
あ
る
が
如
く
感
ず
る

　
に
至
ら
ん
。
こ
の
辺
よ
り
上
を
先
づ
第
二
期
と
定
め
ん
。

一
、
第
二
期
に
入
り
来
る
人
と
い
へ
ど
も
、
そ
の
人
の 

稟  

性 

ひ
ん
せ
い

に
お
い
て
進

　
歩
の
方
法
順
序
に
お
い
て
相
異
あ
る
が
た
め
に
、
発
達
す
る
部
分
に
程
度

　
の
相
異
あ
る
を
免
れ
ず
。
例
へ
ば
甲
は
意
匠
の
点
に
お
い
て
発
達
し
た
る

　
も
言
語
こ
れ
に
副そ
は
ず
、
乙
は
言
語
の
点
に
お
い
て
発
達
し
た
る
も
意
匠

　
こ
れ
に
副
は
ず
、
丙
は
雅
趣
を
解
し
て
繊
巧
を
解
せ
ず
、
丁
は
繊
巧
を
解

　
し
て
壮
大
を
解
せ
ざ
る
が
如
き
こ
れ
な
り
。
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一
、
古
雅
に
長
じ
て
他
に
拙
な
る
者
、
繊
細
に
長
じ
て
他
に
拙
な
る
者
、
疎

　
豪
に
長
じ
て
他
に
拙
な
る
者
等
の
如
き
は
如
何
の
方
針
を
取とっ
て
か
進
む
べ

　
き
。
応こた
へ
て
曰
く
、
一
定
の
方
針
あ
る
べ
き
理
な
し
。
一
は
自
己
の
長
ず

　
る
所
を
し
て
ま
す
ま
す
長
ぜ
し
め
よ
。
他
は
自
己
の
及
ば
ざ
る
所
に
向
つ

　
て 

研  

覈 

け
ん
か
く

せ
よ
。
両
者
も
し
並
び
行
ひ
得
べ
く
ん
ば
並
び
行
へ
。

一
、
自
己
の
長
ず
る
一
方
に
向
つ
て
専
攻
す
る
の
方
針
を
取
る
も
な
ほ
多
少

　
の
変
化
を
知
る
を
要
す
。
変
化
を
知
る
は
勉
め
て
自
己
の
句
の
変
化
を
試

　
む
る
に
あ
り
。
勉
め
て
古
今
の
句
を
多
く
読
む
に
あ
り
。
古
人
ま
た
は
一

　
時
代
の
格
調
を
模
倣
す
る
も
可
な
り
。

一
、
人
あ
り
、
古
俳
人
某
の
俳
句
の
格
調
他
に
異
な
る
を
見
て
厭いと
ふ
べ
き
も

　
の
あ
り
と
す
。
一
度
自
ら
そ
の
句
を
模
し
て
や
や
真
を
得
る
に
及
ん
で
忽
た
ち
ま
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ち
そ
の
格
調
の
新
奇
を
愛
す
る
に
至
る
こ
と
あ
り
。
故
に
博ひろ
く
学
び
多
く

　
作
る
を
要
す
。

一
、
諸
種
の
変
化
を
要
す
る
中
に
も
最
も
壮
大 

雄  

渾 

ゆ
う
こ
ん

の
句
あ
る
を
善
し
と

　
す
。
壮
大
雄
渾
の
趣
は
説
き
が
た
し
と
い
へ
ど
も
、
こ
れ
を
形
体
の
上
に

　
つ
い
て
言
は
ん
に
、
空
間
の
広
き
者
は
壮
大
な
り
。
湖
海
の  

渺    

茫  

び
ょ
う
ぼ
う

た

　
る
、
山
嶽
の
巍ぎ
峨が
た
る
、
大
空
の
無
限
な
る
、
あ
る
い
は
千
軍
万
馬
の
曠こ

　
野うや
に
羅
列
せ
る
、
あ
る
い
は
河 

漢 

星 

辰 
か
か
ん
せ
い
し
ん

の
地
平
に
垂
接
せ
る
が
如
き
、

　
皆
壮
大
な
ら
ざ
る
は
な
し
。
勢
力
の
多
き
者
は
雄
渾
な
り
。 

大  

風 

た
い
ふ
う

の
颯さ

　   

々 

っ
さ
つ
た
る
、
怒
濤
ど
と
う
の 

澎  

湃 

ほ
う
は
い

た
る
、
飛
瀑
ひ
ば
く
の
※
々
《
か
く
か
く
》
た
る
、

　
あ
る
い
は
洪
水
天
に
滔とう
し
て
邑
里
ゆ
う
り
を  
蕩    
流  
と
う
り
ゅ
う

し
、
あ
る
い
は
両
軍
相
接

　
し
て
弾
丸 

雨  

注 

う
ち
ゅ
う

し
、 

艨  

艟 

も
う
ど
う

相
交
り
て
水
雷
海
を
湧わ
か
す
が
如
き
、
皆
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雄
渾
な
ら
ざ
る
は
な
し
。

一
、
一
些さ
事じ
一
微
物
び
ぶ
つ
に
つ
き
て
も
な
ほ
比
較
的
に
壮
大
雄
渾
な
る
者
あ
り
。

　
例
へ
ば
牡
丹
を
見
る
者
、
牡
丹
数
輪
の
花
を
把と
り
来
る
と
、
た
だ
一
輪
の

　
牡
丹
を
把
り
来
る
と
を
比
較
す
れ
ば
、
一
輪
牡
丹
の
方
花
の
大
き
な
る
や

　
う
感
ず
べ
し
。
こ
れ
花
の
特
別
に
大
な
る
に
非
ず
、
一
輪
な
れ
ば
比
較
す

　
べ
き
者
な
き
が
た
め
な
り
。
あ
る
い
は
庭
園
中
の
牡
丹
を
詠
ず
る
と
、
場

　
所
を
指
定
せ
ず
し
て
た
だ
一
株
の
牡
丹
を
の
み
詠
ず
る
と
を
比
較
す
れ
ば
、

　
後
者
の
方
牡
丹
の
大
な
る
を
感
ず
。
こ
れ
ま
た
牡
丹
の
大
な
る
に
非
ず
、

　
比
較
す
べ
き
者
な
き
が
た
め
な
り
。
（
近
く
見
れ
ば
大
に
遠
く
見
れ
ば
小

　
な
る
の
理
も
あ
り
）
例
へ
ば
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押
し
出
し
て
花
一
輪
の
牡
丹
か
な
　
　
　
　
　
　  

春    

来  

し
ゅ
ん
ら
い

　
　
　
　
　
四
五
輪
に 

陰 

日 

南 

か
げ
ひ
な
た

あ
る
牡
丹
か
な
　
　
　
　
　
　 

梅  

室 

ば
い
し
つ

　
　
　
　
　

　
の
二
句
を
比
較
せ
ば
前
者
の
花
大
に
し
て
後
者
の
花
小
な
る
を
感
ず
べ
し
。

　　
　
　
　
　 

蝋  

燭 

ろ
う
そ
く

に
静
ま
り
か
へ
る
牡
丹
か
な
　
　
　
　
　
　
許
六

　
　
　
　
　
ど
や
〳
〵
と
牡
丹
つ
り
こ
む
塀へい
の
内
　
　
　
　
　
士
朗
し
ろ
う

　
　
　
　
　

　
の
二
句
を
比
較
せ
ば
前
者
の
牡
丹
大
に
し
て
後
者
の
牡
丹
小
な
る
を
感
ず

　
べ
し
。
こ
れ
を
壮
大
と
い
ふ
は
文
字
穏
当
な
ら
ず
と
い
へ
ど
も
、
小
に
対

　
し
て
大
と
い
ふ
は
即
す
な
わち
可
な
ら
ん
。
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一
、
壮
大
雄
渾
な
る
も
の
も
繊
細
精
緻
な
る
も
の
も
普
通
の
美
術
上
の
価
値

　
に
お
い
て
差
異
な
き
は
初
は
じ
めに
述
べ
た
る
如
し
。
し
か
し
て
今
こ
こ
に
特
に

　
壮
大
雄
渾
を
挙
ぐ
る
者
は
、
こ
の
種
の
句
最
も
少
き
を
以
て
一
層
渇
望
に

　
堪
へ
ざ
る
が
た
め
な
り
。
何
故
に
こ
の
種
の
句
少
き
か
と
問
へ
ば
、
第
一

　
に
世
間
こ
の
種
の
句
の
趣
味
を
解
す
る
者
少
き
こ
と
、
第
二
に
世
間
こ
の

　
種
の
天
然
的
人
事
的
大
観
少
き
こ
と
、
第
三
俳
句
の
字
数
少
く
し
て
こ
の

　
種
の
大
観
を
見あら
は
す
に
苦
し
き
こ
と
こ
れ
な
り
。

一
、
美
術
の
標
準
は
吾
人
ご
じ
ん
の
主
観
中
に
一
定
し
て
動
く
も
の
に
あ
ら
ず
と
い

　
へ
ど
も
、
客
観
的
に
こ
れ
を
見
れ
ば
同
一
の
美
術
品
に
し
て
時
と
場
合
に

　
よ
り
価
値
に
差
異
を
生
ず
る
こ
と
あ
り
。
即
ち
吾
人
の
標
準
中
に
は
斬
新

　
を
美
と
し
陳
腐
を
不
美
と
す
る
の
一
箇
条
あ
る
が
た
め
に
、
客
観
的
に
変
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動
す
る
を
免
れ
ざ
る
な
り
。
例
へ
ば
昔
は
面
白
き
絵
画
な
り
と
評
せ
ら
れ

　
し
そ
の
意
匠
も
、
今
日
に
あ
り
て
こ
れ
を
模
倣
せ
ば
人
皆
陳
腐
と
し
て
こ

　
れ
を
斥
し
り
ぞけ
ん
。
あ
る
い
は
今
日
に
あ
り
て
斬
新
な
り
と
て
も
て
は
や
さ
る

　
る
詩
文
小
説
も
、
後
世
に
至
り
同
様
の
意
匠
を
為
す
者
多
か
ら
ば
終つい
に
は

　
陳
腐
と
し
て
厭
嫌
せ
ら
れ
ん
が
如
き
類
た
ぐ
いな
り
。
（
元
禄
時
代
に
い
は
ゆ
る

　
不
易
流
行
な
る
語
は
や
や
こ
の
意
に
近
し
と
い
へ
ど
も
、
彼かの
時
代
に
は
推

　
理
的
の
頭
脳
を
欠
き
し
故 
曖  

昧 
あ
い
ま
い

を
免
れ
ず
）

一
、
壮
大
雄
渾
な
る
句
は
少
き
を
以
て
、
こ
の
種
の
句
を
作な
す
者
は
こ
れ
を

　
渇
望
し
を
る
人
よ
り
歓
迎
賞
美
せ
ら
る
べ
し
。
し
か
れ
ど
も
壮
大
雄
渾
な

　
る
事
物
は
そ
の
種
類
甚
だ
少
く
目
撃
す
る
事
も
稀まれ
な
る
が
故
に
と
か
く
陳

　
腐
に
陥
り
や
す
し
。
ま
た
十
七
、
八
字
の
間
に
壮
大
雄
渾
の
事
物
を
包
含
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せ
し
む
る
こ
と
は
甚
だ
至
難
な
る
を
以
て
、
試
み
に
或あ
る
大
観
を
取
て
詠

　
ず
る
も
、
何
ら
の
景
色
な
る
か
何
ら
の
人
事
な
る
か 

茫  

漠 

ぼ
う
ば
く

と
し
て
読
者

　
に
知
れ
が
た
き
者
多
し
。
多
少
俳
句
に
心
得
あ
る
人
、
徒
い
た
ずら
に
大
観
の
趣

　
味
を
解
し
た
る
ま
ね
し
て
こ
の
種
の
句
を
為
す
者
、
往
々
陳
腐
に
陥
り
ま

　
た
は 

茫  

漠 

ぼ
う
ば
く

解
す
べ
か
ら
ざ
る
に
至
る
。
鑑
か
ん
がみ
る
所
あ
る
べ
し
。

一
、
古
来
壮
大
雄
渾
の
句
を
為
す
者
極
め
て
稀まれ
な
り
。
試
み
に 

我 

心 

頭 

わ
が
し
ん
と
う
に

　
記
憶
し
来
る
者
を
記
さ
ば

　
　
　
　
　
あ
ら
海
や
佐
渡
に
横
よ
こ
たふ
天
の
河
　
　
　
　
　
　
　
芭
蕉

　
　
　
　
　
猪
い
の
し
しも
共
に
吹
か
る
ゝ
野
分
か
な
　
　
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
湖
の
水
ま
さ
り
け
り 

五 

月 

雨 

さ
つ
き
あ
め

　
　
　
　
　
　
　
　
去
来
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稲
妻
や
海
の
お
も
て
を
ひ
ら
め
か
す
　
　
　
　
　
史
邦

　
　
　
　
　 

初  

汐 

は
つ
し
お

や
鳴
門
の
波
の
飛
脚
船
　
　
　
　
　
　
　
　
凡
兆

　
　
　
　
　
嵐
吹
く
草
の
中
よ
り
今
日
の
月
　
　
　
　
　
　
　
樗
良

　
　
　
　
　
五
月
雨

さ
み
だ
れ

や
大
河
を
前
に
家
二
軒
　
　
　
　
　
　
　
蕪
村

　
　
　
　
　
湖
の
水
傾
け
て
田
植
か
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
几
董

　
　
　
　
　
蟻あり
の
道
雲
の
峯
よ
り
続
き
け
り
　
　
　
　
　
　
　
一
茶
い
っ
さ

　
　
　
　
　
蝉せみ
な
く
や
天
に
ひ
つ
ゝ
く 

筑 

摩 

川 

ち
く
ま
が
わ

　
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
と
う
〳
〵
と
滝
の
落
ち
こ
む
茂
り
か
な
　
　
　
　
士
朗

　
　
　
　
　

　
等
の
類
な
り
。
（
芭
蕉
の
句
に
は
な
ほ
数
首
の
壮
大
雄
渾
な
る
者
あ
れ
ど

　
も
、
そ
は
芭
蕉
雑
談
に
論
じ
た
る
を
以
て
こ
こ
に
言
は
ず
。
こ
の
外
に
も
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比
較
的
に
壮
大
雄
渾
な
る
も
の
は
枚
挙
に
暇
い
と
まあ
ら
ず
）

一
、
繊
細
精
緻
な
る
句
ま
た
学
ば
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
生
来
美
術
心
に
乏
し
き

　
人
、
ま
た
は
漢
学
風
の
疎
大
に
失
す
る
人
は
往
々
に
し
て
こ
の
種
の
趣
味

　
を
解
せ
ざ
る
者
あ
り
。
し
か
れ
ど
も
世
上
い
は
ゆ
る
美
術
家
、
文
学
家
な

　
る
者
の
八
、
九
分
は
皆
こ
の
一
方
に
偏
す
る
者
な
り
。
た
だ
繊
細
精
緻
の

　
極
に
達
す
る
人
は
八
、
九
分
の
内
更さら
に
一
分
を
止
め
ざ
る
べ
し
。
天
然
を

　
講
究
す
る
人
一
草
一
木
の
微び
を
知
り
、
人
事
を
観
察
す
る
人
一
些
事
一
微

　
物
の
真
面
目

し
ん
め
ん
ぼ
くを
識し
り
、
人
間
心
中 
間 

一 

髪 
か
ん
い
っ
ぱ
つ
の
動
機
を
観
る
者
は
絶
無
に

　
し
て 

僅  

有 

き
ん
ゆ
う

な
り
。
俳
句
に
て
は
人
事
を
講
究
す
る
こ
と
小
説
家
の
如
く

　
精
細
な
る
を
要
せ
ず
と
い
へ
ど
も
、
天
然
を
講
究
す
る
事
は
な
る
べ
く
精

　
微
な
る
を
要
す
。
け
だ
し
精
細
な
る
人
事
は
こ
れ
を
十
七
字
中
に
包
含
せ
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し
む
る
能
は
ず
と
い
へ
ど
も
、
繊
細
な
る
天
然
は
包
含
せ
し
め
得
べ
き
者

　
多
け
れ
ば
な
り
。

一
、
繊
細
精
緻
な
る
句
は
一
々
に
引
例
に
及
ば
ざ
る
べ
し
と
い
へ
ど
も
、
見

　
当
り
た
る
者
数
首
を
取
り
て
左
に
列
記
せ
ん
。

　
　
　
　
　
蒲
公
英

た
ん
ぽ
ぽ

や
葉
を
下
草
に
咲
て
居
る
　
　
　
　
　
　 

秋  

瓜 

し
ゅ
う
か

　
　
　
　
　
草
刈
り
て
菫
す
み
れ選よ
り
出
す
童
わ
ら
べか
な
　
　
　
　
　
　
　
鴎
歩
お
う
ほ

　
　
　
　
　
白
魚
を
ふ
る
ひ
よ
せ
た
る
四
つ
手
か
な
　
　
　
　
其
角

　
　
　
　
　
鶯
う
ぐ
い
すの
身
を
さ
か
さ
ま
に
初
音
は
つ
ね
か
な
　
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　  

杜    

若  

か
き
つ
ば
た

し
ぼ
む
下
か
ら
開
き
け
り
　
　
　
　
　
　
　
自
友
じ
ゆ
う

　
　
　
　
　
愛
ら
し
う 

撫  

子 

な
で
し
こ

の
花
つ
ぼ
み
け
り
　
　
　
　
　
　
平
十
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萩
の
花
追
々
こ
け
て
さ
か
り
か
な
　
　
　
　
　
　
孤
舟

　
　
　
　
　
草
の
葉
や
足
の
折
れ
た
る
き
り
／
″
＼
す
　
　
　
　
荷
兮
か
け
い

　
　
　
　
　
臼うす
起
す
小
春
の
草
の
ほ
の
か
な
り
　
　
　
　
　
　 

吟  

江 

ぎ
ん
こ
う

　
　
　
　
　 
埋  
火 
う
ず
み
び

に
年
よ
る
膝
の
小
さ
ゝ
よ
　
　
　
　
　
　
　
咫
尺
し
せ
き

　
　
　
　
　
は
こ
べ
草
枯
野
の
土
に
し
が
み
つ
く
　
　
　
　
　
蓮
之
れ
ん
し

　
　
　
　
　

一
、
壮
大
な
る
事
物
は
少
く
繊
細
な
る
事
物
は
多
し
。
数
個
の
繊
細
な
る
事

　
物
を
合
す
れ
ば
一
個
の
壮
大
な
る
事
物
と
な
る
べ
く
、
一
個
の
壮
大
な
る

　
事
物
を
分
て
ば
数
個
の
繊
細
な
る
事
物
と
な
る
べ
し
。

一
、
壮
大
を
見
る
者
繊
細
を
見
得
ざ
る
が
如
く
、
繊
細
を
見
る
者
ま
た
壮
大

　
を
見
得
ざ
る
が
多
し
。
注
意
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
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一
、
壮
大
に
も
雅
俗
あ
り
、
繊
細
に
も
雅
俗
あ
り
。
壮
大
を
好
む
者
単
に
壮

　
大
を
見
て
雅
俗
を
判
ず
る
を
知
ら
ず
、
繊
細
を
好
む
者
単
に
繊
細
を
見
て

　
雅
俗
を
判
ず
る
を
知
ら
ず
。
今
の
宗
匠
者
流
は
繊
細
に
偏
し
て
し
か
も
雅

　
致
を
解
せ
ず
、
俗
趣
を
主
と
す
。
故
に
そ
の
句 

俗  

陋 

ぞ
く
ろ
う

な
り
。
今
の
書
生

　
者
流
は
壮
大
に
偏
し
て
し
か
も
熟
練
を
欠
く
、
故
に
陳
腐
に
陥
ら
ざ
れ
ば

　
必
ず
疎
豪
に
し
て
趣
味
の
解
す
べ
か
ら
ざ
る
句
を
為
す
。
他
人
の
句
を
評

　
す
る
も
ま
た
こ
れ
を
標
準
と
す
。
繊
細
な
る
者
は
胆たん
を
大
に
す
べ
し
、
壮

　
大
な
る
者
は
心
を
小
に
す
べ
し
。

一
、
題
目
已
に
壮
大
な
る
あ
り
、
題
目
已
に
繊
細
な
る
あ
り
。
四
季
の
題
目

　
を
以
て
こ
れ
を
例
せ
ん
に

　
　
　
夏
山
　
夏
野
　 

夏 

木 

立 

な
つ
こ
だ
ち

　
青
嵐
　
五
月
雨

さ
み
だ
れ

　
雲
の
峰
　
秋
風
　
野の
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分わき
　
霧
　
稲
妻
　
天あま
の
河がわ
　
星
月
夜
　
刈
田
　
凩
こ
が
ら
し　 

冬  

枯 

ふ
ゆ
が
れ

　
冬
木

　
　
　
立
　
枯
野
　
雪
　
時
雨
し
ぐ
れ
　
鯨
く
じ
ら

　
等
は
そ
の
壮
大
な
る
者
な
り
。
ま
た

　
　
　
東こ
風ち
　
菫
す
み
れ　
蝶
ち
ょ
う　
虻あぶ
　
蜂
　 

孑  

孑 

ぼ
う
ふ
ら

　  

蝸    

牛  

か
た
つ
む
り

　  

水    

馬  

み
ず
す
ま
し

　
豉ま

　
　
　     

虫   

い
ま
い
む
し
　 
蜘  
子 
く
も
の
こ

　
蚤のみ
　
蚊か
　 

撫  

子 

な
で
し
こ

　
扇
　 

燈  

籠 

と
う
ろ
う

　
草
花
　
火

　
　
　
鉢
　
炬
燵
こ
た
つ
　
足た
袋び
　
冬
の
蠅はえ
　 

埋  

火 

う
ず
み
び

　
等
は
そ
の
繊
細
な
る
者
な
り
。
壮
大
を
壮
大
と
し
繊
細
を
繊
細
と
す
る
は

　
普
通
な
れ
ど
も
、
時
と
し
て
は
壮
大
な
る
題
目
を
把とっ
て
比
較
的
繊
細
に
作

　
す
る
の 

技  

倆 

ぎ
り
ょ
う

も
な
か
る
べ
か
ら
ず
。
例
へ
ば
五
月
雨
を
詠
ず
る
に

　
　
　
　
　
雲
濡
れ
て
温
泉
ゆ

を
吐
く
川
や 

皐 
月 
雨 

さ
つ
き
あ
め

　
　
　
　
　
春
来
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山  

陰 

や
ま
か
げ

に
湖
暗
し 

五 

月 

雨 

さ
つ
き
あ
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
吟
江

　
　
　
　
　

　
と
大
き
く
深
く
の
み
も
の
せ
ず
、
か
へ
つ
て

　
　
　
　
　
五
月
雨

さ
み
だ
れ

に
蛙
か
わ
ずの
お
よ
ぐ
戸
口
か
な
　
　
　
　
　
　 

杉  

風 

さ
ん
ぷ
う

　
　
　
　
　
三
味
線
や
寐
衣
ね
ま
き
に
く
る
む 

五 

月 

雨 

さ
つ
き
あ
め

　
　
　
　
　
　
其
角

　
　
　
　
　

　
な
ど
と
や
や
繊
細
に
も
の
す
る
が
如
し
。
ま
た
こ
れ
と
同
じ
く
繊
細
な
る

　
題
目
も
時
と
し
て
は
比
較
的
壮
大
に
作
す
る
の
技
倆
な
か
る
べ
か
ら
ず
。

　
例
へ
ば
胡
蝶
の
題
に
て
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寐
る
胡
蝶
羽
に
墨
つ
け
ん
縁
の
先
　
　
　
　
　
　
坡
仄
は
そ
く

　
　
　
　
　
飛
び
か
ふ
て
初
手
し
ょ
て
の
蝶
々
紛まぎ
れ
け
り
　
　
　
　
　  

嘯    

山  

し
ょ
う
ざ
ん

　
　
　
　
　

　
と
や
さ
し
く
美
し
く
趣
向
を
つ
け
る
も
固もと
よ
り
善
け
れ
ど
、
そ
は
あ
り
う

　
ち
の
事
な
り
。
こ
れ
を
少
し
考
へ
か
へ
て

　
　
　
　
　
あ
る
程
の
蝶
の
数
見
る
つ
む
じ
か
な
　
　
　
　
　
一
排

　
　
　
　
　 

真  

直 

ま
っ
す
ぐ

に
矢
走
や
ば
せ
を
渡
る 
胡  

蝶 
こ
ち
ょ
う

か
な
　
　
　
　
　
　
　 

木  

導 

も
く
ど
う

　
　
　
　
　

　
な
ど
、
一
は
強
く
一
は
大
き
く
も
の
し
た
る
も
珍めず
ら
か
に
面
白
か
る
べ
し
。

　一
、
雅
樸
を
好
む
者 

婉  

麗 

え
ん
れ
い

を
嫌
ひ
、
婉
麗
を
好
む
者
雅
樸
を
嫌
ふ
の
癖へき
あ
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り
。
こ
れ
を
今
日
の
実
際
に
見
る
に
、
昔
め
き
た
る
老
人
は
雅
樸
の
一
方

　
に
偏
し
、
婉
麗
な
る
者
を 

俗  

猥 

ぞ
く
わ
い

の
極
と
し
て
こ
れ
を
斥
く
。
ま
た 

今  

い
ま
よ

　
様 う
の
美
術
文
学
家
は
往
々
婉
麗
の
一
方
に
偏
し
、
雅
樸
な
る
者
を
取
て

　
卑
野
と
し
て
不
美
術
的
と
し
て
こ
れ
を
斥
く
。
共
に
偏
頗
へ
ん
ぱ
の
論
な
り
。

一
、
雅
樸
の
中
に
も
雅
俗
あ
り
、
婉
麗
の
中
に
も
雅
俗
あ
り
。
雅
樸
に
偏
す

　
る
者
は
百
姓
と
言
ひ
鍬くわ
と
言
へ
ば
則
ち
以
て
直
ち
に
是ぜ
と
し
、
復また
他
を
顧

　
み
ず
。
こ
れ
他
の
卑
野
と
目
す
る
所
以
な
り
。
婉
麗
に
偏
す
る
者
は
少
女
お
と
め

　
と
言
ひ  

金    

屏  

き
ん
び
ょ
う

と
言
へ
ば
則
ち
以
て
直
ち
に
是ぜ
と
し
、
復また
他
を
顧
み
ず
。

　
こ
れ
他
の
俗
猥
と
目
す
る
所
以
な
り
。

一
、
日
に
焦こ
げ
た
る 

老  

翁 

ろ
う
お
う

鍬
を
肩
に
し
一
枝
い
っ
し
の
桃
花
を
折
り
て
田
畝
で
ん
ぽ
よ
り

　
帰
り
、
老
婆
浣
衣
か
ん
い
し
終
り
て 

柴  

門 

さ
い
も
ん

の
辺
あ
た
りに
佇
た
た
ずみ
暗あん
に
こ
れ
を
迎
ふ
れ
ば
、
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飢  

雀 
き
じ
ゃ
く

そ
の
間
を
窺
う
か
がひ
井
戸
端
の 

乾  

飯 

ほ
し
い
い

を
啄
つ
い
ばむ
、
こ
れ
雅
樸
に
し
て
美

　
術
的
な
る
趣
向
な
ら
ん
。
十
数
畳
の
大
広
間
片
側
に
金
屏
風
を
繞めぐ
ら
し
、

　
十
四
、
五
の
少
女
一
枝
の
牡
丹
を
伐き
り
来
り
て
こ
れ
を
花
瓶
か
び
ん
に
挿はさ
ま
ん
と

　
す
れ
ば
頻しき
り
に
そ
の
名
を
呼
ぶ
者
あ
り
、
少
女
驚
い
て
耳
を
欹
そ
ば
だつ
れ
ば
を

　
か
し
や 

檐  
頭 

え
ん
と
う

の
鸚
鵡
お
う
む
永
日
に
倦う
ん
で
こ
の
戯
た
わ
む
れを
為
す
な
り
。
こ
れ
婉
麗

　
に
し
て
美
術
的
な
る
趣
向
な
ら
ん
。
雅
樸
と
婉
麗
と
共
に
こ
れ
を
美
術
的

　
に
せ
ん
と
欲
せ
ば
、
物
の
雅
樸
と
物
の
婉
麗
と
を
選
択
す
る
の
必
要
あ
る

　
の
み
な
ら
ず
、
こ
れ
を
美
術
的
に
配
合
す
る
の
必
要
あ
る
な
り
。
し
か
れ

　
ど
も
配
合
の
美
術
的
な
る
と
否
と
は
理
論
の
上
に
て
説
明
す
る
は
難かた
し
。

　
実
際
の
上
に
評
論
す
る
を
善
し
と
す
。

一
、 

幽  

邃  

深  

静 

ゆ
う
す
い
し
ん
せ
い

を
好
ん
で
繁 

華 

熱 

鬧 

は
ん
か
ね
っ
と
う

を
厭いと
ふ
は
普
通
詩
人
た
る
も
の
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の
感
情
な
り
。
前
者
の
雅
に
し
て
後
者
の
俗
な
る
は
言
ふ
ま
で
も
な
け
れ

　
ど
、
さ
り
と
て
繁
華
熱
鬧
必
ず
し
も
文
学
的
の
分
子
を
含
ま
ざ
る
に
非
ず
。

　
い
は
ん
や
如
何
な
る
俗
事
物
も
こ
れ
を
冷
眼
に
視み
る
時
は
、
そ
の
こ
れ
を

　
冷
眼
に
視
る
処
に
お
い
て
多
少
の
雅
趣
を
生
ず
る
を
や
。
「
白  

眼  

看  

は
く
が
ん
た
を
み

　
他 

世 

上 

人   

る
せ
じ
ょ
う
の
ひ
と

」
と
言
へ
ば
「
世
上
人
」
は
極
め
て
俗
な
る
者
な
れ
ど
も

　
「 

白 

眼 

看 

は
く
が
ん
み
る
」
の
三
字
を
添
へ
て
無
上
の
雅
致
を
生
ず
る
が
如
し
。
（
前

　
項
雅
樸
婉
麗
の
条
を
も
参
照
す
べ
し
）

一
、
理
屈
は
理
屈
に
し
て
文
学
に
非
ず
。
さ
れ
ど
も
理
屈
の
上
に
文
学
の
皮

　
を
被き
せ
て
十
七
字
の
理
屈
を
も
の
す
る
も
ま
た
文
学
の
応
用
な
れ
ば
時
に

　
こ
れ
を
試
む
る
も
善
し
。
た
だ
理
屈
の
た
め
に
文
学
を
没
却
せ
ら
る
る
こ

　
と
莫なか
れ
。
理
屈
に
合
せ
ん
と
す
れ
ば
文
学
に
遠
く
、
文
学
に
適
せ
ん
と
す
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れ
ば
理
屈
を
離
る
る
こ
と
、
素も
と
両
者
全
く
そ
の
性
を
異
に
す
る
よ
り
来

　
る
者
故
是ぜ
非ひ
も
な
き
事
な
り
。
両
者
を
合
し
て
や
や
調
和
し
た
る
者
を
も

　
の
す
る
は
、
非
常
の
辛
苦
を
要
し
な
が
ら
存
外
に 

喝  

采 

か
っ
さ
い

を
博
す
る
こ
と

　
能
は
ざ
れ
ば
そ
の
覚
悟
な
か
る
べ
か
ら
ず
。
け
だ
し
普
通
文
学
者
は
辛
苦

　
の
処
を
察
せ
ず
、
単
に
そ
の
理
屈
的
な
る
の
点
に
お
い
て
こ
れ
を
擯
斥
す
。

　
ま
た
俗
人
は
そ
れ
よ
り
も
な
ほ
卑
俗
に
暴
露
的
に
も
の
せ
ざ
れ
ば
承
知
せ

　
ざ
る
べ
し
。

一
、
理
屈
と
い
ふ
に
は
非
る
も
送
別
、
留
別
、
題
画
、  

慶    

弔  

け
い
ち
ょ
う

、
翻
訳
な

　
ど
も
や
や
こ
れ
に
類
せ
り
。
例
へ
ば

　
　
　
　
　
生
き
て
世
に
人
の
年
忌
や 

初 

茄 
子 

は
つ
な
す
び

　
　
　
　
　
　
几
董
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と
言
へ
る
句
の
如
き
、
陳
腐
に
似
て
陳
腐
な
ら
ず
、
卑
俗
に
し
て
卑
俗
な

　
ら
ず
、
奇
を
求
め
ず
巧
を
弄ろう
せ
ざ
る
間
に
無
限
の
妙
味
を
持
た
せ
な
が
ら

　
常
人
は
何
と
も
感
ぜ
ざ
る
べ
し
。
否
、
何
と
も
感
ぜ
ぬ
の
み
な
ら
ず
、
こ

　
れ
に
て
は
承
知
せ
ざ
る
べ
し
。
年
忌
の
法
会
ほ
う
え
な
ど
な
ら
ば
そ
の
人
を
思
ひ

　
出
す
と
か
、
今
に
幻
ま
ぼ
ろ
しに
見
ゆ
る
と
か
、
年
月
の
立
つ
の
は
早
い
も
の
と
か
、

　
彼
人
が
死しん
で
か
ら
外
に
友
が
な
い
と
か
、
涙
な
が
ら
霊
を
祭
る
と
か
い
ふ

　
陳
腐
な
る
考
か
ん
が
えを
有
り
難
が
る
も
常
人
な
ら
ば 

詮  

方 

せ
ん
か
た

な
き
も
、
文
学
者
た

　
ら
ん
者
は
今
少
し
考
へ
あ
る
べ
し
。
こ
の
几
董
き
と
う
の
句
に
て
も
「
生
き
て
世

　
に
」
と
屈
折
し
た
る
詞
こ
と
ばの
働
き
よ
り
「
人
の
年
忌
や
」
と
よ
そ
よ
そ
し
く

　
も
の
し
た
る
最
後
に
「
初
茄
子
」
と
何
心
な
く
置
き
た
る
が
如
く
に
て
、
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そ
の
実
心
中
無
限
の
感
情
を
隠
し
、
言
語
の
上
に
意
匠 

惨  

憺 

さ
ん
た
ん

た
る
処
は

　
慥たし
か
に
見
ゆ
る
な
り
。
要
す
る
に
こ
の
種
の
句
は
作
る
に
も
熟
練
を
要
し
、

　
見
る
に
も
熟
練
を
要
す
る
な
り
。

一
、
初
心
の
人
は
固
よ
り
何
事
を
も
知
ら
ざ
れ
ど
も
、
少
し
俳
句
に
入
り
た

　
る
人
は
理
屈
的
の
句
、
ま
た
は 

前 

書 

附 

ま
え
が
き
つ
き
の
句
は
む
つ
か
し
き
を
悟
る
べ

　
し
。
し
か
し
て
後
や
や
熟
練
を
経
、
辛かろ
う
じ
て
こ
の
種
の
句
を
も
の
す
る

　
に
至
れ
ば
独
り
心
に
嬉うれ
し
く
、
た
だ
そ
の
言
ひ
お
ほ
せ
た
る
を
喜
ん
で
か

　
へ
つ
て
そ
の
句
の
雅
俗
優
劣
を
判
ず
る
能
は
ざ
る
こ
と
あ
り
。
常
に
自
み
ず
から

　
省
か
え
り
みる
を
要
す
。

一
、
天
保
以
後
の
句
は
概
お
お
むね
卑
俗
陳
腐
に
し
て
見
る
に
堪
へ
ず
。
称
し
て
月

　
並
調
と
い
ふ
。
し
か
れ
ど
も
こ
の
種
の
句
も
多
少
は
こ
れ
を
見
る
を
要
す
。
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例
へ
ば
俳
諧
の
堂
に
入
り
た
る
人
往
々
に
し
て
月
並
調
の
句
を
賞
し
、
あ

　
る
い
は
自
ら
も
の
す
る
こ
と
あ
り
。
け
だ
し
こ
の
人
月
並
調
を
見
る
事
多

　
か
ら
ざ
る
を
以
て
、
そ
の
中
の
一
体
や
や
正
調
に
近
き
者
を
取
て
か
く
評

　
す
る
な
り
。
焉
い
ず
くん
ぞ
知
ら
ん
こ
の
種
の
句
は 

月  

並 

つ
き
な
み

家
者
流
に
お
い
て
陳

　
腐
を
極
め
た
る
も
の
な
る
を
。
恥
を
掻か
か
ざ
ら
ん
と
欲
す
る
者
は
月
並
調

　
も
少
し
は
見
る
べ
し
。

一
、
学
生
時
に
あ
る
い
は
月
並
調
を
模
し
自
ら
新
奇
と
称
す
。
こ
れ
彼
れ
自

　
身
に
は
新
奇
な
る
も
の
な
ら
ん
。
し
か
れ
ど
も
そ
の
文
学
社
会
に
陳
腐
な

　
る
こ
と
久
し
。
無
学
笑
ふ
に
堪
へ
た
り
。

一
、
俳
句
に 

貞  

徳 

て
い
と
く

風
あ
り
、 

檀  

林 

だ
ん
り
ん

風
あ
り
、 

芭  

蕉 

ば
し
ょ
う

風
あ
り
、
其
角
き
か
く
風

　
あ
り
、
美み
濃の
風
あ
り
、
伊
丹
い
た
み
風
あ
り
、
蕪
村
ぶ
そ
ん
風
あ
り
、  

暁    

台  

き
ょ
う
た
い

風
あ
り
、
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一
茶
い
っ
さ
風
あ
り
、
乙
二
お
つ
に
風
あ
り
、  

蒼    

虬  

そ
う
き
ゅ
う

風
あ
り
、
し
か
れ
ど
も
こ
れ
歴

　
史
上
の
結
果
な
り
。
甲
派
を
信
ず
る
者
乙
派
を
排
し
、
丙
流
を
学
ぶ
者
丁

　
流
を
誹そし
ら
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
の
理
な
し
。
そ
の
何
風
と
何
派
た
る
と
に
か

　
か
は
ら
ず
、
美
な
る
者
は
こ
れ
を
取
れ
、
美
な
ら
ざ
る
者
は
こ
れ
を
捨
て

　
よ
。

一
、
世
上
蕉
風
を
信
ず
る
者
多
し
、
我
れ
こ
と
さ
ら
に
奇
を
好
ん
で
檀
林
を

　
奉
ぜ
ん
と
。
こ
れ
い
は
ゆ
る 
負  

惜 
ま
け
お
し

み
の
痩やせ
我
慢
な
り
。
し
か
し
て
痩
我

　
慢
よ
り
割
り
出
し
た
る
俳
句
は
毫ごう
も
文
学
に
非
る
な
り
。
我わ
れ
其
角
派
の

　
系
統
を
継
げ
り
、
故
に
其
角
派
の
俳
句
を
も
の
せ
ん
と
。
此かく
の
如
く
系
統

　
よ
り
割
り
出
し
た
る
俳
句
は
文
学
に
非
る
な
り
。

一
、
梅
に
鶯
う
ぐ
い
す、
柳
に
風
、  

時    

鳥  

ほ
と
と
ぎ
す

に
月
、
名
月
に
雲
、
名
所
に
は
富
士
、
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嵐    

山  
あ
ら
し
や
ま

、
吉
野
山
、
こ
れ
ら
の
趣
向
の
陳
腐
な
る
は 

何  

人 

な
ん
ぴ
と

も
こ
れ
を

　
知
る
。
し
か
れ
ど
も 

春  

雨 

は
る
さ
め

に
傘かさ
、
暮
春
に
女
、 

卯  

花 

う
の
は
な

に
尼
、
五
月
雨

さ
み
だ
れ

　
に
馬
、
紅
葉
も
み
じ
に
滝
、
暮
秋
に
牛
、
雪
に 

燈  

火 

と
も
し
び

、
凩
こ
が
ら
しに
鴉
か
ら
す、
名
所
に
は
京
、

　
嵯さ
峨が
、
御
室
お
む
ろ
、
大
原
、
比
叡
ひ
え
い
、
三
井
寺

み
い
で
ら

、
瀬
田
、
須
磨
、
奈
良
、
宇
津
、

　
こ
れ
ら
の
趣
向
の
陳
腐
な
る
は
深
く
俳
句
に
入
る
者
に
非
れ
ば
知
る
能
は

　
ず
。

一
、
趣
向
は
な
る
べ
く
斬
新
な
る
を
要
す
れ
ど
も
、
時
に
は
こ
れ
ら
の 

陳  

ち
ん
と

　
套 う
を
翻
案
し
て
腐
を
新
と
な
し
死
を
活
と
な
す
の 

技  

倆 

ぎ
り
ょ
う

あ
る
を
要
す
。

　一
、
日
本
画
ば
か
り
見
た
ら
ん
人
の
俄にわ
か
に
西
洋
画
の
一
、
二
枚
を
見
た
ら

　
ん
に
は
、
余
り
そ
の 

懸  

隔 

け
ん
か
く

せ
る
に
驚
き
て
暫
し
ば
らく
は
巧
拙
を
判
定
す
る
能

　
は
ざ
る
べ
し
。
西
洋
画
ば
か
り
見
た
ら
ん
人
の
日
本
画
を
見
た
る
も
ま
た
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同
じ
。
そ
れ
と
同
じ
く
俳
句
に
て
も
全
く
斬
新
な
る
趣
向
に
至
り
て
は
、

　
見
る
者
そ
の
巧
拙
を
定
む
る
能
は
ず
。
あ
る
い
は
こ
れ
を
以
て
美
の
極
と

　
し
、
あ
る
い
は
こ
れ
を
以
て
拙
の
極
と
為
す
に
至
る
。
し
か
し
て
幾
多
の

　
日
月
を
経
て
反
覆
こ
の
句
を
吟
誦
し
、
か
つ
こ
れ
を
模
倣
す
る
者
も
多
く

　
な
り
て
後
静
し
ず
かに
初
は
じ
めの
句
を
味
へ
ば
、
先
に
美
の
極
と
公
言
し
た
る
人
も
そ

　
の
褒ほ
め
過
ぎ
た
る
を
悔く
い
、
先
に
拙
の
極
と
公
言
し
た
る
人
も
そ
の
考
か
ん
が
えの

　 

浅  

薄 

せ
ん
ぱ
く

な
り
し
を
恥
づ
る
な
る
べ
し
。
故
に
斬
新
な
る
句
を
見
る
人
は
熟

　
吟
熟
考
し
て
後
に 

褒  

貶 

ほ
う
へ
ん

す
べ
し
。
こ
れ
大
家
た
い
か
の
上
に
も
免
れ
ざ
る
一
弊

　
な
り
と
す
。

一
、
趣
向
の
上
に
動
く
動
か
ぬ
と
い
ふ
事
あ
り
、
即
ち
配
合
す
る
事
物
の
調

　
和
適
応
す
る
と
否
と
を
言
ふ
な
り
。
例
へ
ば
上かみ
十
二
文
字
ま
た
は
下しも
十
二
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文
字
を
得
て
い
ま
だ
外ほか
の
五
文
字
を
得
ざ
る
時
、
色
々
に
置
き
か
へ
見
る

　
べ
し
。
そ
の
置
き
か
へ
る
は
即
ち
動
く
が
た
め
な
り
。

　
　
　
　
　
○
○
○
○
○
雪
積
む
上
の
夜
の
雨
　
　
　
　
　
　
凡
兆

　
　
　
　
　

　
と
い
ふ
下
十
二
字
を
得
て
後
、
上
の
句
を
さ
ま
ざ
ま
に
置
き
か
へ
ん
に
は

　
「
町
中
や
」
「
凍
て
つ
く
や
」
「 

薄  

月 

う
す
づ
き

や
」
「
淋
し
さ
や
」
「
音
淋
し
」

　
「
藁
屋
根

わ
ら
や
ね

や
」
「
静
か
さ
や
」
「 

苫  

舟 
と
ま
ぶ
ね

や
」
「
帰
る
さ
や
」
「 

枯  

蘆 

か
れ
あ
し

　
や
」
な
ど
如
何
や
う
に
も
あ
る
べ
き
を
、
芭
蕉
は
終つい
に
「
下○

京○

や○

」
の
五

　
文
字
動
か
す
べ
か
ら
ず
と
い
ひ
し
と
ぞ
。
一
字
一
句
の 

推  

敲 

す
い
こ
う

も
ゆ
る
が

　
せ
に
す
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
な
り
。
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一
、
何
と
い
ふ
語
句
を
置
く
べ
き
か
と
い
ふ
場
合
に
推
敲
す
る
は
普
通
の
事

　
な
り
。
し
か
れ
ど
も
何
か
は
知
ら
ず
已
に
十
七
字
を
成
し
た
る
後
、
そ
の

　
句
に
つ
き
て
一
々
動
く
動
か
ぬ
を
検
す
る
は
学
生
諸
子
の
多
く
為
さ
ざ
る

　
所
な
り
。
自
ら
名
句
を
得
た
り
と
て
得
意
人
に
示
す
時
、
そ
の
人
こ
の
語

　
は
如
何
と
質
問
す
れ
ば
、
な
る
ほ
ど
そ
れ
は
不
穏
な
り
き
、
何
々
の
語
の

　
方かた
善
か
り
し
も
の
を
抔など
気
の
つ
く
事
多
か
る
べ
し
。
生
前
に
こ
れ
を
発
見

　
す
れ
ば
一
時
の
恥
ば
か
り
に
て
済
む
事
な
れ
ど
も
、
死
ん
で
後
は
人
の
非

　
難
を
如
何
い
か
ん
と
も
す
る
能
は
ざ
る
べ
し
。

一
、
四
季
の
題
目
に
つ
き
て
動
き
や
す
き
者
を
挙
ぐ
れ
ば

　
　
　

　
　
　
春
風
ト
秋
風
　
暮
春
ト
晩
秋
　
五
月
雨
ト
時
雨
　
桜
ト
紅
葉
　
夕
立
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ト
時
雨
　
夏
野
ト
枯
野
　
夏
木
立
ト
冬
木
立

　
　
　

　
等
数
ふ
る
に
堪
へ
ざ
る
べ
し
。
ち
よ
つ
と
こ
の
題
目
ば
か
り
見
れ
ば
余
り

　
懸
隔
し
を
る
故
、
そ
を
置
き
違
へ
る
と
は
受
取
れ
ぬ
様
な
れ
ど
、
実
際
俳

　
句
を
も
の
す
る
上
に 

上  

手 

じ
ょ
う
ず

下へ
手た
を
問
は
ず
絶
え
ず
あ
る
事
な
り
。
た
だ

　
熟
練
し
を
る
者
は
常
に
こ
れ
を
省
み
、
初
学
血
気
の
士
は
全
く
不
注
意
に

　
経
過
す
る
の
差
の
み
。

一
、
俳
句
を
学
ん
で
堂
に
入
る
者
は
意
匠
と
言
語
と
並
び
達
せ
ん
こ
と
こ
そ

　
最
も
願
は
し
け
れ
。
誰
で
も
先
づ
両
者
相
伴
ふ
て
進
歩
す
る
者
な
れ
ど
、

　
そ
れ
は
あ
る
一
部
分
の
事
に
て
全
体
の
上
に
あ
ら
ず
。
例
へ
ば
雅
樸
な
る

　
句
を
も
の
す
る
に
は
甚
だ
句
調
の
和
合
わ
ご
う
に
長
じ
な
が
ら
、 

婉  

麗 

え
ん
れ
い

な
る
句
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を
も
の
す
る
に
は
句
調
全
く
和
合
せ
ざ
る
事
あ
り
。
能よ
く
能
く
注
意
研
究

　
を
要
す
。

一
、
言
語
の
上
に
た
る
む
た
る
ま
ぬ
と
い
ふ
事
あ
り
。
た
る
ま
ぬ
と
は
語
々

　
緊
密
に
し
て
一
字
も
動
か
す
べ
か
ら
ざ
る
を
い
ふ
。
た
る
む
と
は
一
句
の

　
聞
え
自
お
の
ず
から
緩ゆる
み
て
し
ま
ら
ぬ
心
地
す
る
を
い
ふ
。
譬たと
へ
ば
琴
の
糸
の
し
ま

　
り
を
る
と
し
ま
り
を
ら
ぬ
と
は 

素  

人 

し
ろ
う
と

が
聞
き
て
も
自
ら
差
違
あ
る
が
如

　
し
。
一
句
た
る
み
あ
る
や
う
に
感
ず
る
時
は
一
々
こ
れ
を
吟
味
す
べ
し
。

　
必
ず
こ
の
語
は
不
用
な
り
と
か
、
こ
の
語
は
最
少
も
す
こ
し
短
く
し
て
も
事
足
り

　
ぬ
べ
き
に
と
か
、
此
語
と
彼
語
と
位
置
を 

顛  

倒 

て
ん
と
う

す
れ
ば
て
に
は
の
接
続

　
に
無
理
を
生
ぜ
ぬ
と
か
、
何
と
か
い
ふ
や
う
な
事
あ
る
べ
し
。
趣
向
は
老

　
練
の
上
に
も
拙
な
る
あ
り
、
素
人
の
上
に
も
上
手
な
る
あ
り
、
た
だ
句
調
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の
た
る
ま
ぬ
処
は
必
ず
老
練
の
上
の
沙さ
汰た
な
り
。
古
人
の
名
句
抔など
に
気
を

　
と
め
て
見
る
べ
し
。

一
、
句
調
の
た
る
む
こ
と
一
概
に
は
言
ひ
尽
さ
れ
ね
ど
、
普
通
に
分
り
た
る

　
例
を
挙
ぐ
れ
ば
虚
字
の
多
き
も
の
は
た
る
み
や
す
く
、
名
詞
の
多
き
者
は

　
し
ま
り
や
す
し
。
虚
字
と
は
第
一
に
「
て
に
は
」
な
り
。
第
二
に
「
副
詞
」

　
な
り
。
第
三
に
「
動
詞
」
な
り
。
故
に
た
る
み
を
少
く
せ
ん
と
思
は
ば
な

　
る
べ
く
「
て
に
は
」
を
減
ず
る
を
要
す
。
試
み
に
天
保
以
後
の
俳
句
を
検

　
せ
よ
。
不
必
要
な
る
処
に
「
て
に
は
」
を
用
ゐ
て
一
句
を
為
す
故
に
句
調

　
た
る
み
て
聞
く
べ
か
ら
ず
。
ま
た
こ
れ
に
次
ぎ
て
副
詞
は
た
る
み
を
生
じ
、

　
動
詞
も
ま
た
た
る
み
や
す
し
。
但
し
副
詞
、
動
詞
な
ど
は
そ
の
使
ひ
や
う

　
に
よ
る
べ
し
。
今
た
る
み
た
る
句
の
例
を
挙
げ
ん
に

109



　
　
　
　
　
も
の
た
ら
ぬ
月
や
枯
野
を
照
る
ば
か
り
　
　
　
　
蒼
虬

　
　
　
　
　

　
と
い
ふ
句
の
中
に
必
要
な
る
も
の
は
月
と
枯
野
と
の
二
語
あ
る
の
み
。

　
「
月
や
枯
野
を
照
る
ば
か
り
」
と
い
へ
ば
「
も
の
た
ら
ぬ
」
の
意
は
自
お
の
ず
から

　
そ
の
中
に
含
ま
れ
、
「
も
の
た
ら
ぬ
月
の
枯
野
」
と
い
へ
ば
「
照
る
ば
か

　
り
」
の
意
は
自
ら
そ
の
中
に
含
ま
れ
た
り
。
否
、
両
方
と
も
に
実
は
無
用

　
の
語
の
み
。
こ
の
句
の
意
は
単
に
「
月
の
枯
野
」
と
か
ま
た
は
「
枯
野
の

　
月
」
と
か
い
ふ
ば
か
り
に
て
十
分
な
り
と
す
。
同
じ
事
を
幾
や
う
に
も
く

　
り
返
さ
ね
ば
そ
の
意
の
現
は
れ
ぬ
如
き
心
地
す
る
は
、
初
学
者
及
び
局
外

　
者
の
浅
薄
な
る
考
よ
り
来
る
な
り
。
今
こ
の
句
の
外
に
枯
野
の
月
を
詠
ず
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る
者
を
挙
げ
ん
に

　
　
　
　
　
月
も
今
土
よ
り
出
づ
る
枯
野
か
な
　
　
　
　
　
　 

雨  

什 

う
じ
ゅ
う

　
　
　
　
　 
松  

明 
た
い
ま
つ

は
月
の
所
に
枯
野
か
な
　
　
　
　
　
　
　
　 

大  

甲 

た
い
こ
う

　
　
　
　
　
昼
中
に
月
吹
き
出
し
て
枯
野
か
な
　
　
　
　
　
　
金
塢
き
ん
う

　
　
　
　
　

　
三
句
お
の
お
の
巧
拙
あ
り
と
い
へ
ど
も
、  

蒼    

虬  

そ
う
き
ゅ
う

の
句
に
比
す
れ
ば
皆

　
数
等
の
上
に
あ
り
。
け
だ
し
こ
れ
ら
は
「
も
の
た
ら
ぬ
」
と
も
「
照
る
ば

　
か
り
」
と
も
い
は
で
そ
の
意
を
言
外
に
含
む
の
み
な
ら
ず
、
か
へ
つ
て
そ

　
れ
よ
り
外
の
趣
向
を
取
り
交
ぜ
て
一
句
を
面
白
く
し
た
る
な
り
。
た
だ
枯

　
野
の
月
と
ば
か
り
に
て
は
単
純
に
過
ぎ
て
俳
句
に
な
り
が
た
き
が
た
め
な
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り
。
し
か
し
単
純
に
枯
野
の
月
を
詠
じ
た
る
句
も
な
き
に
は
あ
ら
ず
。

　
　
　
　
　
三
日
月
の
本
情
見
す
る
枯
野
か
な
　
　
　
　
　
　 

甘  

棠 

か
ん
と
う

　
　
　
　
　

　
と
い
へ
る
が
如
き
こ
れ
な
り
。
こ
の
句
固もと
よ
り
幼
穉
よ
う
ち
な
り
と
い
へ
ど
も
、

　
し
か
も
三
日
月
を  
捻    
出  
ね
ん
し
ゅ
つ

し
か
つ
一
気
呵
成
か
せ
い
に
も
の
し
た
る
処
、
遥はる
か

　
に
蒼
虬
の
上
に
あ
り
。
し
か
し
て
記
憶
せ
よ
、 

雨  

什 

う
じ
ゅ
う

以
下
三
人
は
皆
天

　
明
以
前
の
人
に
し
て
、
甘
棠
は
元
禄
の
人
な
る
こ
と
を
。
こ
こ
に
至
り
彼

　
蒼
虬
が
天
保
流
の
元
祖
に
し
て
当
時
の
名
家
な
る
を
思
は
ば
、
誰
か
そ
の

　
面
に
唾
す
る
を
欲
せ
ざ
ら
ん
や
。
し
か
も
蒼
虬
の
句
中
た
ま
た
ま
こ
の
悪

　
句
あ
る
に
非
ず
、
彼
が
全
集
は
尽
こ
と
ご
とく
こ
の
種
の 
塵  

芥 
じ
ん
か
い

を
以
て
埋
め
ら
る
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る
者
な
り
。
し
か
し
て
こ
の
派
を
称
し
て
芭
蕉
の  

正    

風  

し
ょ
う
ふ
う

な
り
と
い
ふ

　
に
至
り
て
は
真
に
芭
蕉
の
罪
人
な
り
。

一
、
た
る
み
に
も
程
度
あ
り
。
も
し
前
の
如
き
議
論
を
極
論
す
れ
ば
名
詞
ば

　
か
り
並
べ
た
る
句
が
一
番
の
名
句
と
な
る
わ
け
な
り
。
し
か
し
た
る
み
も

　
或ある
程
度
ま
で
は
た
る
み
た
る
も
善
し
。
た
だ
そ
の
程
度
は
一
々
実
際
に
就

　
い
て
い
ふ
よ
り
外
は
あ
ら
じ
。
ま
た
た
る
み
様
に
も
全
体
た
る
み
た
る
と

　
一
部
分
た
る
み
た
る
と
あ
り
。
全
体
た
る
み
た
る
は
最
美
さ
い
び
か
も
し
く
は
最

　
不
美
な
り
。
大
方
は
し
ま
り
た
る
が
如
く
に
て
一
部
分
た
る
み
た
る
は
必

　
ず
悪
し
。

一
、
句
調
の
最
も
し
ま
り
た
る
は
安
永
、
天
明
の
頃
な
り
と
す
。
故
に
同
時

　
代
の
句
は
概
お
お
むね
善
し
。
元
禄
の
句
は
こ
れ
に
比
す
れ
ば
や
や
た
る
み
た
り
。
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し
か
れ
ど
も
た
る
み
様
全
体
に
た
る
み
て
し
か
も
そ
の
程
ら
ひ
善
け
れ
ば
、

　
元
禄
の
佳
句
に
至
り
て
は
天
明
の
及
ぶ
所
に
あ
ら
ず
。
つ
ま
り
元
禄
の
佳

　
句
に
は 
蘊  

蓄 
う
ん
ち
く

多
く
、
天
明
に
は
少
し
。
天
保
以
後
は
総
た
る
み
に
て
一

　
句
の
採
る
べ
き
な
し
。
和
歌
は
『
万
葉
』
は
た
る
み
て
も
た
る
み
方かた
善
し
。

　
『
古
今
集
』
は
た
る
み
て
悪
し
。
『
新
古
今
』
は
や
や
し
ま
り
た
り
。
足あ

　   

利 

し
か
が
時
代
は
総
た
る
み
に
て
俳
句
の
天
保
時
代
と
相
似
た
り
。
漢
詩
に
て

　
は
漢かん
魏ぎ  

六    

朝  

り
く
ち
ょ
う

は
万
葉
時
代
と
同
じ
く
た
る
み
て
も
善
し
。
唐
時
代
は

　
た
る
み
も
少
く
ま
た
た
る
み
て
も
悪
し
か
ら
ず
。
俳
句
の
元
禄
時
代
に
似

　
た
り
、
宋
時
代
は
総
た
る
み
と
い
ふ
て
可
な
ら
ん
か
。 

明  

清 

み
ん
し
ん

に
至
り
大
お
お
い

　
に
し
ま
り
た
る
傾
き
あ
り
。
俳
句
の
安
永
、
天
明
に
似
た
り
。
（
し
か
れ

　
ど
も
人
に
よ
り
て
た
る
み
た
る
も
少
か
ら
ず
）
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一
、
試
み
に
句
の
た
る
み
し
有
様
を
比
較
せ
ん
が
た
め
に
、
元
禄
と
天
明
と

　
天
保
と
の
三
句
を
列
挙
す
べ
し
。

　
　
　
　
　
立
ち
並
ぶ
木
も
古
び
た
り
梅
の
花
　
　
　
　
　
　
舎
羅
し
ゃ
ら

　
　
　
　
　
二ふた
も
と
の
梅
に
遅
速
を
愛
す
か
な
　
　
　
　
　
　
蕪
村

　
　
　
　
　
す
く
な
き
は
庵いお
の
常
な
り
梅
の
花
　
　
　
　
　
　
蒼
虬

　
　
　
　
　

　
句
の
巧
拙
は
姑
し
ば
らく
論
ぜ
ず
、
そ
の
句
調
の
上
に
つ
い
て
い
は
ん
に
、
元
禄

　
（
舎
羅
）
の
句
は
あ
り
の
ま
ま
の
け
し
き
を
飾
ら
ず
た
く
ま
ず
裸
に
て
押

　
し
出
し
た
る
気
味
あ
り
。
天
明
（
蕪
村
）
の
句
は
と
か
く
に
ゆ
る
み
が
ち

　
な
る
も
の
を
少
し
も
ゆ
る
め
じ
と
て
締
め
つ
け
締
め
つ
け
て
一
分
も
動
か

115



　
さ
じ
と
締
め
つ
け
た
ら
ん
が
如
し
。
天
保
（
蒼
虬
）
の
句
は
ゆ
る
み
が
ち

　
な
る
も
の
を
な
ほ
ゆ
る
め
た
ら
ん
心
持
あ
り
。
要
す
る
に
元
禄
は
自
然
な

　
る
処
に
お
い
て
取
る
べ
く
、
天
明
は
工
夫
を
費
す
処
に
お
い
て
取
る
べ
し
。

　
独
り
天
保
に
至
り
て
は
元
禄
を
摹も
し
た
る
つ
も
り
に
て
元
禄
に
も
何
に
も

　
な
ら
ぬ
者
、
即
ち
工
夫
を
凝こ
ら
さ
ぬ
ふ
り
し
て
そ
の
実
工
夫
を
凝
ら
し
た

　
る
者
、
何
の  

取    
所  

と
り
ど
こ
ろ

も
な
き
こ
と
な
り
。
少
く
と
も
こ
の
三
体
に
お
け

　
る
句
法
の
変
化
を
精
細
に
知
ら
ざ
れ
ば
俳
句
の
堂
に
上
り
た
り
と
い
ふ
を

　
得
ず
。
世
上
往
々
天
保
流
の
句
を
評
し
て
蕪
村
調
な
ど
と
評
す
る
者
あ
り
。

　
笑
ふ
に
堪
へ
た
り
。

一
、
元
禄
と
天
明
と
は
各
長
所
あ
り
、
い
づ
れ
に
従
ふ
も
善
し
。
ま
た
元
禄

　
に
し
て
天
明
に
似
、
天
明
に
し
て
元
禄
に
似
た
る
者
も
多
し
。
こ
れ
天
工
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人
工
そ
の
極
処
に
至
り
て
相
一
致
す
る
所
以
ゆ
え
ん
な
り
。

一
、
佐 

藤 

一 

斎 
さ
と
う
い
っ
さ
い

に
か
あ
り
け
ん
、
聖
人
は 

赤 

合 

羽 

あ
か
が
っ
ぱ

の
如
し
、
胸
に
一
つ

　
の
し
ま
り
だ
に
あ
れ
ば
全
体
は
た
だ
ふ
わ
ふ
わ
と
し
な
が
ら
終つい
に
体
を
離

　
れ
ず
と
申
せ
し
と
か
。
元
禄
調
の
し
ま
り
具
合
は
先
づ
こ
ん
な
も
の
な
る

　
べ
し
。
天
明
調
は
ど
こ
ま
で
も
引
し
め
て
五
分ぶ
も
す
か
ぬ
や
う
に
折
目
正

　
し
く
着
物
き
も
の
着
た
ら
ん
が
如
く
、
天
保
調
は
の
ろ
ま
が
袴
は
か
まを
横
に
穿うが
ち
て
祭

　
礼
の
銭ぜに
集
め
に
廻
る
が
如
し
。
ま
た
建
築
に
譬い
は
ば
元
禄
は
丸
木
の
柱
萱
か
や

　
の
屋
根
に
庭
木
は
有
り
合
せ
の
松
に
て
も
杉
に
て
も
そ
の
ま
ま
に
し
た
ら

　
ん
が
如
く
、
天
明
は
柱
を
四
角
に
鑽き
り 

床  

違 

と
こ
ち
が

へ
棚だな
を
附
け
、
欄
間
の
飾

　
り
よ
り
天
井
板
ま
で
美
を
尽
し
て
し
か
も
俗
な
ら
ぬ
や
う
に
、
家
は
楔
く
さ
びを

　
打
ち
て
動
か
ぬ
や
う
に
建
て
た
ら
ん
が
如
く
、
天
保
は 

床  

脇 

と
こ
わ
き

の
柱
だ
け
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丸
木
を
用
ゐ
、
無
理
に
丸
窓
一
つ
を
穿うが
ち 

手 

水 

鉢 

ち
ょ
う
ず
ば
ち
の
腕
木
う
で
ぎ
も
自
然
木
を

　
用
ゐ
、
門
楣
も
ん
び
の 

扁  

額 

へ
ん
が
く

は
必
ず
腐
木
を
用
ゐ
、
し
か
し
て
家
の
内
は
小
細

　
工
し
た
る
机
硯
す
ず
り土
瓶
ど
び
ん 

茶  

碗 

ち
ゃ
わ
ん

抔など
の
俗
野
な
る
者
を
用
ゐ
た
ら
ん
が
如
し
。

　
ま
た
こ
れ
を
談
話
に
た
と
は
ば
元
禄
の
人
は
面
白
く
て
も
つ
ま
ら
な
く
て

　
も
真
実
を
あ
り
の
ま
ま
に
話
し
、
天
明
の
人
は
上
手
に
面
白
く
嘘
を
つ
き
、

　
天
保
の
人
は
あ
り
う
ち
の
つ
ま
ら
ぬ
話
を
真
実
ら
し
く
話
し
て
そ
の
実
は

　
そ
れ
も
嘘
な
り
け
ん
が
如
し
。

一
、
四
季
の
感
情
は
少
し
く
天
然
に
目
を
注
ぐ
人
の
ほ
ぼ
同
様
に
感
じ
を
る

　
所
な
り
。
し
か
れ
ど
も
俳
句
詩
歌
等
に
深
き
人
は
四
季
の
風
情
ふ
ぜ
い
も
自
然
に

　
精
密
に
発
達
し
を
る
は
論
を
俟ま
た
ず
。
面
白
く
も
感
ぜ
ざ
る 

山  

川  

草  

さ
ん
せ
ん
そ
う
も

　
木 く
を
材
料
と
し
て
幾
千
俳
句
を
も
の
し
た
り
と
て
俳
句
に
な
り
得
べ
く
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も
あ
ら
ず
。
山
川
草
木
の
美
を
感
じ
て
し
か
し
て
後
始
め
て
山
川
草
木
を

　
詠
ず
べ
し
。
美
を
感
ず
る
こ
と
深
け
れ
ば
句
も
ま
た
随
し
た
がつ
て
美
な
る
べ
し
。

　
山
川
草
木
を
識
る
こ
と
深
け
れ
ば
時
間
に
お
け
る
山
川
草
木
の
変
化
、
即

　
ち
四
時
の
感
を
起
す
こ
と
深
か
る
べ
し
。
初
学
の
人
山
川
草
木
を
目
の
さ

　
き
に
ち
よ
つ
と
浮
べ
た
る
の
み
に
て
已
に
句
を
為
す
、
故
に
そ
の
句
は
平

　
凡
に
非
ざ
れ
ば
疎
豪
そ
ご
う
な
り
。
さ
る
か
ら
に
天
然
を
研
究
し
て
深
き
者
が
深

　
思
熟
慮
し
た
る
句
を
示
す
と
も
、
初
学
の
人
は
一
向
に
そ
の
句
の
美
を
感

　
ぜ
ざ
る
べ
し
。
け
だ
し
彼
は
天
然
の
上
に
か
か
る
美
の
分
子
あ
る
こ
と
を

　
知
ら
ざ
れ
ば
な
り
。

一
、
世
人
曰
く
、
俳
人
京
に
行
か
ん
に
は
春
を
可
と
す
、
奈
良
に
行
か
ん
に

　
は
秋
を
可
と
す
、
し
か
し
て
後
始
め
て
名
句
を
得
べ
し
と
。
そ
の
言
真しん
に
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然しか
り
。
し
か
れ
ど
も
秋
時
京
に
行
き
た
り
と
も
、
春
時
奈
良
に
行
き
た
り

　
と
も
、
全
く
そ
の
趣
味
欠
く
に
非
ず
。
否
、
京
も
秋
な
ら
ざ
る
べ
か
ら
ざ

　
る
所
あ
り
、
奈
良
も
春
な
ら
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
所
あ
り
。
そ
の
他
夏
ま
た

　
は
冬
な
ら
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
所
あ
り
。
し
か
し
て
夏
冬
二
時
の
感
は
世
人

　
全
く
こ
れ
を
知
ら
ざ
る
な
り
。
例
へ
ば
奈
良
一
箇
処
か
し
ょ
に
つ
き
て
い
は
ん
に
、

　
春
日
か
す
が
社
、
廻
廊
の
燈
籠
、
若
草
山
、
南
大
門
、
興
福
寺
、  

衣  

掛  

柳  

き
ぬ
か
け
や
な
ぎ

、

　
二
月
堂
等
は
最
も
春
に
適
し
、
三
笠
山
の
つ
づ
き
、
ま
た
は
春
日
社
内
よ

　
り 

手 

向 

山 

た
む
け
や
ま

近
辺
の
木
立
こ
だ
ち
、
ま
た
は
木
立
の
間
に
神
社
の
見
ゆ
る
処
等
、

　
総
て
奥
深
く
茂
り
た
る
処
は
最
も
夏
に
適
し
、
古
都
の
感
、
古
仏
の
感
、

　
七
大
寺
の
零
落
し
た
る
処
、
町
の
淋さび
し
き
処
、
鹿
の
声
等
最
も
秋
に
適
し
、

　
秋
に
適
す
る
処
は
皆
冬
に
も
適
し
、
し
か
も
冬
は
秋
に
比
し
て
な
ほ
油
の
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ぬ
け
た
る
処
あ
り
。
古
人
の
奈
良
四
季
の
句
を
挙
ぐ
れ
ば

　
　
　
　
　
奈
良
阪
や
畑はた
打
つ
山
の
八
重
桜
　
　
　
　
　
　
　 

旦  

藁 

た
ん
こ
う

　
　
　
　
　
蚊か
帳や
を
出
て
奈
良
を
立
ち
行
く
若
葉
か
な
　
　
　
蕪
村

　
　
　
　
　
菊
の
香
や
奈
良
に
は
古
き
仏
た
ち
　
　
　
　
　
　
芭
蕉

　
　
　
　
　
奈
良
七
夜
な
な
よ
ふ
る
や
時
雨
し
ぐ
れ
の
七
大
寺
　
　
　
　
　
　 

樗  

堂 

ち
ょ
ど
う

　
　
　
　
　

　
の
如
し
。
こ
れ
を
概
言
す
れ
ば
春
は
美
し
く
面
白
く
、
夏
は
大
き
く
清
ら

　
か
に
、
秋
は
古
び
て
も
の
淋
し
く
、
冬
は
さ
び
て
か
ら
び
た
る
感
あ
り
。

一
、
俳
句
四
季
の
題
目
の
中
に
人
事
に
属
し
、
し
か
も
普
あ
ま
ねく
世
人
に
知
ら
れ

　
ざ
る
も
の
に
は
季
の
感
甚
は
な
はだ
薄
き
を
常
と
す
。
例
へ
ば
筑
摩
つ
く
ま
の  

鍋    

祭  

な
べ
ま
つ
り
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の
如
き
、
夏
季
に
属
す
と
い
へ
ど
も
こ
れ
を
詠
ず
る
人
、
ま
た
そ
の
句
を

　
読
む
人
多
く
は
夏
の
感
を
有
せ
ず
。
い
は
ん
や
そ
の
四
月
な
る
か
五
月
な

　
る
か
の
差
違
に
至
り
て
は
殆
ん
ど
こ
れ
を
知
ら
ず
、
故
に
こ
の
題
を
詠
ず

　
る
者
は
甚
だ
苦
吟
し
、
は
た
古
来
こ
れ
を
詠
じ
た
る
句
も
無
味
淡
泊
を
免

　
れ
ず
。
こ
れ
時
候
の
聯
想
な
き
が
た
め
な
り
。

　
　
　
　
　
君
が
代
や
筑
摩
祭
も
鍋
一
つ
　
　
　
　
　
　
　
　 

越  

人 

え
つ
じ
ん

　
　
　
　
　

　
は
筑
摩
祭
の
唯
一
の
句
と
し
て
伝
へ
ら
れ
た
る
者
、  

一    

誦  

い
っ
し
ょ
う

す
る
の
価

　
値
あ
り
と
い
へ
ど
も
、
そ
の
趣
味
は
毫
も
時
候
の
感
と
関
係
せ
ず
。
む
し

　
ろ
雑ぞう
の
句
を
読
む
の
感
あ
り
。
し
か
れ
ど
も
こ
れ
吾
人
が
筑
摩
祭
を
知
ら
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ざ
る
の
罪
の
み
。
吾
人
を
し
て
も
し
こ
の
祭
を
見
聞
す
る
に
慣
れ
し
め
ば

　
何
ぞ
季
の
感
を
起
さ
ざ
ら
ん
。
季
の
感
已
に
起
ら
ば
何
ぞ
名
句
を
得
る
に

　
苦
く
る
しま
ん
や
。
そ
の
他 

大 

師 

講 

だ
い
し
こ
う

の
如
き
、
吾
人
は
そ
の
冬
季
た
る
の
感
最

も
っ
と
も

　
薄
し
と
い
へ
ど
も
、
身み 

天  

台 

て
ん
だ
い

の
寺
に
あ
り
て
親
し
く
こ
れ
を
見
し
者
は

　
必
ず
や
冬
季
に
お
け
る
幾
多
の
聯
想
を
起
す
べ
き
な
り
。
こ
れ
を
要
す
る

　
に
我わが
見
聞
す
る
こ
と
少
き
人
事
を
詠
ず
る
は
、
雑
の
句
を
詠
ず
る
と
同
様

　
の
感
あ
り
て
無
味
を
免
れ
ざ
る
な
り
。

一
、
蛙
か
わ
ずと
い
へ
る
題
目
は
和
歌
以
来
春
季
に
属
す
と
い
へ
ど
も
、
吾
人
は
と

　
か
く
に
春
季
の
感
を
起
さ
ず
。
か
へ
つ
て
夏
季
の
感
を
起
す
傾
き
あ
り
。

　
春
季
と
定
む
る
こ
と
こ
れ
恐
ら
く
は
吾
人
普
通
の
感
情
に
逆
ら
ひ
し
も
の

　
に
あ
ら
ざ
る
を
得
ん
や
。
殊こと
に
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古
池
や
蛙
飛
び
こ
む
水
の
音
　
　
　
　
　
　
　
　
芭
蕉

　
　
　
　
　

　
の
句
に
至
り
て
は
殆
ん
ど
春
季
の
感
な
し
。
さ
り
と
て
夏
季
の
感
を
も
起

　
さ
ず
。
こ
の
句
は
た
だ
こ
れ
雑
の
句
と
同
一
の
感
あ
る
の
み
。

一
、
第
一
期
は 

何  
人 

な
ん
ぴ
と

に
て
も
修
し
得
べ
く
、
第
二
期
は
や
や
専
門
に
属
す
。

　
是ここ
を
以
て
天
才
あ
る
者
は
殆
ん
ど
第
一
期
を
通
過
せ
ず
し
て
初
め
よ
り
第

　
二
期
に
入
る
こ
と
あ
り
。
し
か
れ
ど
も
第
二
期
は
幾
多
の
修
業
学
問
を
要

　
す
る
を
以
て
、
最
早
も
は
や
天
才
あ
る
者
も
な
き
者
も
遅
々
と
し
て
順
序
を
追
ひ

　
階
級
を
踏ふ
ま
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
こ
の
点
に
至
り
て
は
天
才
あ
る
者
か
へ
つ

　
て
な
き
者
に
劣
る
こ
と
あ
り
。
け
だ
し
天
才
は
常
に
誇
揚
自
負
の
た
め
漸
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次 

抹  

殺 

ま
っ
さ
つ

せ
ら
る
る
者
な
れ
ば
な
り
。

一
、
古
俳
書
を
読
む
に
は
歴
史
的
、
個
人
的
の
研
究
を
要
す
。
甲
派
亡
び
て

　
乙
派
興
り
、
丙
流
衰
へ
て
丁
流
隆
さ
か
んな
る
の
順
序
と
、
そ
の
各
派
の
相
違
と

　
変
遷
の
原
因
と
は
歴
史
的
研
究
の
主
な
る
者
な
り
。
各
俳
人
の
特
色
と
そ

　
の
創
開
せ
し
流
派
と
模
古
せ
し
程
度
と
師
弟
の
関
係
と
は
個
人
的
研
究
の

　
主
な
る
者
な
り
。
同
時
代
に
数
派
の
流
行
せ
し
事
を
知
ら
ず
し
て
、
無
理

　
に
各
派
一
系
の
伝
統
を
立
て
ん
と
す
る
者
は
歴
史
研
究
家
の
弊
な
り
。
同

　
時
に
同
様
の
流
行
あ
り
し
こ
と
、
即
ち
時
代
一
般
の
特
色
あ
り
し
こ
と
を

　
知
ら
ず
し
て
、
そ
の
特
色
を
一
俳
人
の
専
有
に
帰
せ
ん
と
す
る
者
は
個
人

　
研
究
家
の
弊
な
り
。
あ
る
い
は
俳
諧
を
研
究
す
る
者
和
歌
、
漢
詩
、
西
詩

　
を
知
ら
ず
、
た
ま
た
ま
某
歌
詩
人
の
家
集
を
読
ん
で
曰
く
、
こ
の
人
某
俳
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人
に
似
た
り
と
。
し
か
し
て
彼
は
和
歌
、
漢
詩
、
西
詩
の
特
色
を
以
て
こ

　
の
一
人
に
帰
せ
し
が
如
き
こ
と
な
き
に
あ
ら
ず
。
文
学
者
は
学
問
な
か
る

　
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。

一
、
俳
句
を
も
の
す
る
に
は
空
想
に
倚よ
る
と
写
実
に
倚
る
と
の
二
種
あ
り
。

　
初
学
の
人
概
お
お
むね
空
想
に
倚
る
を
常
と
す
。
空
想
尽つ
く
る
時
は
写
実
に
倚
ら

　
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
写
実
に
は
人
事
と
天
然
と
あ
り
、
偶
然
と
故こ
為い
と
あ
り
。

　
人
事
の
写
実
は
難かた
く
天
然
の
写
実
は
易やす
し
。
偶
然
の
写
実
は
材
料
少
く
、

　
故
為
の
写
実
は
材
料
多
し
。
故
に
写
実
の
目
的
を
以
て
天
然
の
風
光
を
探

　
る
こ
と
最
も
俳
句
に
適
せ
り
。
数
十
日
の 

行  

脚 

あ
ん
ぎ
ゃ

を
為
し
得
べ
く
ん
ば
太
は
な
は

　
だ
可
な
り
。
公
務
あ
る
も
の
は
土
曜
日
曜
を
か
け
て
田
舎
廻
り
を
為
す
も

　
可
な
り
。
半
日
の
間かん
を
偸ぬす
み
て
郊
外
に
散
歩
す
る
も
可
な
り
。
已や
む
な
く
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ん
ば 

晩  

餐 

ば
ん
さ
ん

後
の
運
動
に
上
野
、 

墨  

堤 

ぼ
く
て
い

を  

逍    

遥  

し
ょ
う
よ
う

す
る
も
豈あに
二
、
三

　
の
佳
句
を
得
る
に
難
か
ら
ん
や
。
花
晨
か
し
ん
可
な
り
、 

月  

夕 

げ
っ
せ
き

可
な
り
、
午
烟
ご
え
ん

　
可
な
り
、
夜や
雨う
可
な
り
、
い
づ
れ
の
時
か
俳
句
な
ら
ざ
ら
ん
。
山
寺
さ
ん
じ
可
な

　
り
、
漁
村
可
な
り
、
広
野
可
な
り
、  

谿    

流  

け
い
り
ゅ
う

可
な
り
、
い
づ
れ
の
処
か

　
俳
句
な
ら
ざ
ら
ん
。

一
、
写
実
の
目
的
を
以
て
旅
行
す
る
と
も
汽
車
な
ら
ば
何
の
役
に
も
立
つ
ま

　
じ
。
た
だ
心
を
静
め
気
の
散
ら
ぬ
や
う
に
歩
む
方
最
も
宜
し
。
靴くつ
下げ
駄た
よ

　
り
も
草
鞋
わ
ら
じ
の
方
可
な
り
。
洋
服 
蝙 

蝠 

傘 
こ
う
も
り
が
さ
よ
り
も 

菅  

笠 

す
げ
が
さ 

脚  

袢 

き
ゃ
は
ん

の
方
宜

　
し
。
連つれ
な
き
一
人
旅
殊こと
に
善
し
。
さ
れ
ど
行
手
ゆ
く
て
を
急
ぎ
路
程
を
貪
む
さ
ぼり
体
力

　
の
尽
く
る
ま
で
歩
む
は
か
へ
つ
て
俳
句
を
得
難
え
が
た
し
。
た
ま
た
ま
知
ら
ぬ
地

　
に
踏ふ
み
迷
ひ
足
を
引
き
ず
り
て
や
う
や
う
に
夜
山
を
越
え
山
下
に
宿
を
乞
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ひ
た
る
な
ど
は
こ
の
限
か
ぎ
りに
あ
ら
ず
。

一
、
普
通
に
旅
行
す
る
時
は  

名    

勝  

め
い
し
ょ
う

旧
跡
を
探
る
を
常
と
す
。
名
勝
旧
跡

　
必
ず
し
も
美
術
的
の
風
光
な
ら
ず
と
い
へ
ど
も
、
し
か
も
歴
史
的
の
聯
想

　
あ
る
が
た
め
に
俳
句
を
も
の
す
る
に
は
最
も
宜
し
。
し
か
し
名
勝
旧
跡
の

　
外ほか
に
し
て
普
通
尋
常
の
景
色
に
無
数
の
美
を
含
み
を
る
事
を
忘
る
べ
か
ら

　
ず
。
名
勝
旧
跡
は
そ
の
数
少
く
、
人
多
く
こ
れ
を
識
る
が
故
に
陳
腐
な
り

　
や
す
し
。
普
通
尋
常
の
場
処
は
無
数
に
し
て
変
化
も
多
く
か
つ
陳
腐
な
ら

　
ず
、
故
に
名
勝
旧
跡
を
目
的
地
と
し
て 

途  

々 

み
ち
み
ち

天
然
の
美
を
探
る
べ
し
。

　
鳥
声
草
花
我
を
迎
ふ
る
が
如
く
、
雲
影
月
色
我
を
慰
む
る
が
如
く
感
ず
べ

　
し
。

一
、
芭
蕉
は
自
白
し
て
我
に
富
士
、
吉
野
の
句
な
し
と
い
ふ
、
真
な
り
。
し
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か
し
て
彼
ま
た
松
島
に
お
い
て
も
一
句
を
得
ざ
り
し
な
り
。
世
の 

文  

人 

ぶ
ん
じ
ん

　 
墨  
客 
ぼ
っ
か
く

多
く
こ
れ
ら
の
地
に
到
り
佳
句
を
得
ざ
る
を
嘆
ず
る
者
比ひ
ひ々

こ
れ

　
な
り
。
こ
れ
け
だ
し
美
術
文
学
を
解
せ
ざ
る
の
致
す
所
か
。
富
士
山
の
形

　
は
一
般
の
場
合
に
お
い
て
美
術
的
な
ら
ず
。
た
だ
そ
の
日
本
第
一
の
高
山

　
た
る
と
、
種
々
の
詩
歌
し
い
か
伝
説
と
は
こ
れ
を
し
て
能よ
く
神
聖
な
ら
し
め
た
る

　
も
、
そ
の
神
聖
な
る
点
は
種
々
に
言
ひ
尽
し
て
今
は
已
に
陳
腐
に
属
し
た

　
り
。
吉
野
、
松
島
の
如
き
は
そ
の
占
有
す
る
所
の
空
間
広
く
し
て
一
見
な

　
ほ
幾
多
の
時
間
を
費
つ
い
やす
者
、
こ
れ
天
然
の
美
あ
り
と
す
る
も
美
術
的
な
ら

　
ざ
る
な
り
。
（
即
ち
美
術
に
為
し
得
べ
か
ら
ざ
る
な
り
）
た
と
ひ
美
術
的

　
な
る
も
俳
句
に
は
適
せ
ざ
る
な
り
。
た
だ
こ
の
光
景
を
破
砕
は
さ
い
し
て
幾
多
の

　
俳
句
と
為
さ
ば
為
し
得
べ
き
も
、
一
部
の
光
景
は
そ
の
地
全
体
の
特
色
を
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帯
び
ざ
る
が
故
に
、
世
人
は
承
知
せ
ざ
る
な
り
。
し
か
し
て
芭
蕉
の
如
き

　
も
な
ほ
不
可
能
的
の
景
色
を
取とっ
て
俳
句
と
為
さ
ん
と
務つと
む
る
に
似
た
り
。

　
豈あに
無
理
な
る
注
文
な
ら
ず
や
。
い
は
ん
や
松
島
の
如
き
は
甚
は
な
はだ
天
然
の
美

　
に
お
い
て
欠
く
る
所
多
き
を
や
。
世
人
は
奇
を
以
て
美
と
な
す
、
故
に
松

　
島
の
奇
景
を
以
て
日
本
第
一
の
美
と
な
す
。
誤
れ
る
の
甚
し
き
な
り
。
古

　
来
松
島
の
名
詩
歌
な
く
ま
た
そ
の
名
画
な
き
固もと
よ
り
そ
の
処
な
り
。
も
し

　
松
島
の
詩
歌
俳
句
等
に
し
て
秀
俊
な
る
者
あ
ら
ば
、
そ
は
必
ず
松
島
の
真

　
景
に
非
ざ
る
な
り
。
（
吉
野
は
我
こ
れ
を
知
ら
ず
、
故
に
茲ここ
に
論
ぜ
ず
）

一
、
今
試
み
に
山
林
郊
野
を
散
歩
し
て
そ
の
材
料
を
得
ん
か
。
先
づ
木
立
深

　
き
処
に
枯
木
常
磐
と
き
わ
木
を
吹
き
鳴
す 

木  
枯 

こ
が
ら
し

の
風
、
と
ろ
と
ろ
阪
の
曲
り
曲

　
り
に
吹
き
溜た
め
ら
れ
し
落
葉
の
ま
た
は
ら
は
ら
と
動
き
た
る
、
岡
の
辺べ
の
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田
圃
た
ん
ぼ
に
続
く
処
、
斜なな
め
に
冬
木
立
の
連つら
な
り
て
そ
の
上
に
鳥
居
ば
か
り
の

　
少
し
く
見
え
た
る
、
冬
田
の
水
は
か
れ
が
れ
に
錆さ
び
て 

刈  

株 

か
り
か
ぶ

に 

穭  

穂 

ひ
つ
じ
ぼ

　
を
見
せ
た
る
、
田
の
中
の
小
道
を
行
け
ば
冬
の
溝
川
水
少
く
草
は
大
方
に

　
枯
れ
尽
し
た
る
中
に
蓼たで
ば
か
り
の
赤あこ
う
残
り
た
る
、
と
あ
る
処
に
古
池
の

　
蓮
は
ち
す枯
れ
て
雁がん
鴨かも
の
蘆
間
あ
し
ま
が
く
れ
に
噪さわ
ぎ
た
る
、
空
は
小
春
日
和
び
よ
り
の
晴
れ
て

　
高
く
鳶とび
の
舞
ひ
静
ま
り
し
彼
方
か
な
た
に
は
五
重
の
塔
聳そび
え
て
そ
の
傍
か
た
わ
らに
富
士
の

　
白
く
小
さ
く
見
え
た
る
、
や
が
て
日
暮
る
る
ほ
ど
に
は
ら
は
ら
と
時
雨
の

　
ふ
り
来
る
音
に
怪
あ
や
しみ
て
木こ
の
間ま
を
見
れ
ば
た
だ 

物  

凄 

も
の
す
ご

く
出
で
た
る
十
日

　
ご
ろ
の
片
わ
れ
月
、
覚
え
ず
身
振
ひ
し
て
誰
も
美
は
こ
こ
な
り
と
合
点
が
て
ん
す

　
べ
し
。
寒
さ
も
ま
さ
り
来
る
に
急
ぎ
家
に
帰
れ
ば
崩くず
れ
か
か
り
た
る
火
桶

　
も
な
つ
か
し
く
、
風
呂
吹

ふ
ろ
ふ
き

に 

納 

豆 

汁 

な
っ
と
う
じ
る
の
御
馳
走

ご
ち
そ
う

は
時
に
取
り
て
の
醍だ
醐い
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味ごみ
、
風
流
は
い
づ
く
に
も
あ
る
べ
し
。

一
、
空
想
よ
り
得
た
る
句
は
最
美
さ
い
び
な
ら
ざ
れ
ば 

最  

拙 

さ
い
せ
つ

な
り
。
し
か
し
て
最

　
美
な
る
は
極
め
て
稀まれ
な
り
。
作
り
し
時
こ
そ
自
ら
最
美
と
思
へ
、
半
年
一

　
年
も
過
ぎ
て
見
た
ら
ん
に
は
嘔
吐
お
う
と
を
催
す
べ
き
ほ
ど
い
や
み
な
る
句
ぞ
多

　
き
。
実
景
を
写
し
て
も
最
美
な
る
は
な
ほ
得
難
け
れ
ど
、
第
二
流
位
の
句

　
は
最
も
得
や
す
し
。
か
つ
写
実
的
の
も
の
は
何
年
経
て
後
も
多
少
の
味
を

　
存
す
る
者
多
し
。

一
、
は
じ
め
の
ほ
ど
は
空
想
な
ら
で
は
作
り
得
ぬ
を
常
と
す
。
や
が
て
実
景

　
を
写
さ
ん
と
す
る
に
つ
か
ま
へ
処
な
き
心
地
し
て
何
事
も
句
に
な
ら
ず
。

　 

度  

々 

た
び
た
び

経
験
の
上
写
実
も
少
し
出
来
得
る
に
至
れ
ば
、
写
実
ほ
ど
面
白
く

　
作
り
や
す
き
は
な
か
る
べ
し
。
空
想
の
陳
腐
を
悟
り
写
実
の
斬
新
を
悟
る
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ま
た
こ
の
時
に
あ
り
。
油
画
師
牛
伴
と
語
る
事
あ
り
。
牛
伴
曰
く
、
画
に

　
お
い
て
も
空
想
を
以
て
競
争
せ
ん
に
は
老
熟
の
者
必
ず
勝
ち
少
年
の
者
必

　
ず
負
く
。
し
か
れ
ど
も
写
生
を
以
て
せ
ん
か
、
少
年
の
者
の
画
く
所
の
者
、

　
ま
た
老
熟
者
を
驚
か
す
に
足
る
と
。
真
な
る
か
な
。

一
、
空
想
に
よ
り
て
俳
句
を
得
ん
と
す
る
に
は
、
兀
坐
ご
つ
ざ 

瞑  

目 

め
い
も
く

し
て
天
上
の

　
理
想
界
を
画えが
き
出
す
も
可
な
り
。
机
頭
き
と
う
手
炉
し
ゅ
ろ
を
擁よう
し
て
過
去
の
実
験
を
想

　
ひ
起
す
も
可
な
り
。
古
俳
書
を
繙
ひ
も
とき
て
他
人
の
句
中
よ
り
新
思
想
を
得
来
え
き
た

　
る
ま
た
可
な
り
。
数
人
相
会
し
て
運
座
、
競
吟
、
探
題
な
ど
す
る
も
可
な

　
り
。

一
、
課
題
を
得
て
空
想
上
よ
り
俳
句
を
得
ん
と
す
る
時
に
、
そ
の
課
題
も
し

　
難
題
な
れ
ば
作
者
は
苦
吟
の
余
あ
ま
り見
る
に
堪
へ
ざ
る
拙
句
を
為
す
こ
と
、
老
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練
の
人
と
い
へ
ど
も
往
々
免
れ
ざ
る
所
な
り
。
『
俳
諧
問
答
』
な
る
書
に

　
許
六
の  

自 

得 

発 

明 

弁  

じ
と
く
は
つ
め
い
の
べ
ん

と
い
ふ
文
あ
り
。
そ
の
初
は
じ
めに
題
詠
の
心
得
を
記

　
し
た
り
。
曰
く

　
　
一
、
師
の
云
、
発ほ
句く
案
ず
る
事
諸
門
弟
題
号
の
中
よ
り
案
じ
い
だ
す
是

　
　
な
き
も
の
な
り
、
余よ
所そ
よ
り  

尋    

来  

た
ず
ね
き
た

れ
ば
さ
て
さ
て
沢
山 

成  

事 

な
る
こ
と

な

　
　
り
と
云いえ
り
、
予
が
云
、
我
『
あ
ら
野
』
『 

猿  

蓑 

さ
る
み
の

』
に
て
こ
の
事
を
見

　
　
出
し
た
り
、
予
が
案
じ
様
た
と
へ
ば
題○

を○

箱○

に○

入○

て○

そ○

の○

箱○

の○

上○

に○

あ○

　
　
が○

り○

て○

箱○

を○

ふ○

ま○

へ○

立○

ち○

あ○

が○

つ○

て○

乾○

坤○

を○

尋○

る○

と
い
へ
り
、 

云  

々 

う
ん
ぬ
ん

　
と
、
け
だ
し
こ
れ
題
詠
の
秘
訣
ひ
け
つ
な
り
。

一
、
作
者
も
し
空
想
に
偏
す
れ
ば
陳
腐
に
堕お
ち
や
す
く
自
然
を
得
難
し
。
も

　
し
写
実
に
偏
す
れ
ば
平
凡
に
陥
り
や
す
く
奇
闢
き
へ
き
な
り
が
た
し
。
空
想
に
偏
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す
る
者
は
目
前
の
山
河
郊
野
に
無
数
の
好
題
目
あ
る
を
忘
れ
て
徒
い
た
ずら
に
暗

　
中
を
模
索
す
る
の
傾
向
あ
り
。
写
実
に
偏
す
る
者
は
古
代
の
事
物
、
隔
地

　
の
景
色
に
無
二
の
新
意
匠
あ
る
を
忘
れ
て
目
前
の
小
天
地
に  

跼    

蹐  

き
ょ
く
せ
き

す

　
る
の
弊
害
あ
り
。

一
、
空
想
に
あ
ら
ず
、
写
実
に
あ
ら
ず
、
な
か
ば
空
想
に
属
し
、
な
か
ば
写

　
実
に
属
す
る
一
種
の
作
法
あ
り
。
即
ち
小
説
、
演
劇
、
謡
曲
等
よ
り
俳
句

　
の
題
目
を
探
り
来
り
、
あ
る
い
は
絵
画
の
意
匠
を
取
り
、
あ
る
い
は
他
国

　
の
文
学
を 

翻  

訳 

ほ
ん
や
く

す
る
等
こ
れ
な
り
。
こ
の
手
段
甚
だ 

狡  

獪 

こ
う
か
い

な
る
を
以

　
て
往
々
力
を
費
さ
ず
し
て
佳
句
を
得
る
こ
と
あ
り
と
い
へ
ど
も
、
老
熟
せ

　
ざ
る
者
は
拙
劣
の
句
を
も
の
し
て
失
敗
を
取
る
こ
と
多
し
。
け
だ
し
絵
画
、

　
小
説
の
長
所
は
時
に
俳
句
の
短
所
に
属
し
、
支
那
文
学
、
欧
米
文
学
の
長
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所
は
必
ず
し
も
俳
句
の
長
所
な
ら
ざ
れ
ば
な
り
。

一
、
壮
大
を
好
む
者
総
て
の
物
に
大
の
字
を
附
し
て
無
理
に
壮
大
な
ら
し
め

　
ん
と
す
る
は
往
々
徒と
為い
に
属
す
。
そ
の
物
已
に
小
な
ら
ば
大
の
字
を
附
し

　
て
大
な
ら
し
む
べ
し
。
大
牡
丹
、  

大    

幟  

お
お
の
ぼ
り

、
大
船
、
大
家
等
の
如
し
。

　
し
か
れ
ど
も
そ
の
物
已
に
大
な
ら
ば
、
こ
れ
に
大
の
字
を
附
す
る
は
能
く

　
こ
れ
を
し
て
大
な
ら
し
め
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
か
へ
つ
て
そ
の
物
に
区
域

　
あ
る
が
如
き
感
を
起
さ
し
め
、
か
へ
つ
て
小
な
ら
し
む
る
こ
と
あ
り
。
大

　
空
、
大
海
、
大
山
、
大
川
、
広
野
ひ
ろ
の
等
の
如
し
。

一
、 

滑  

稽 

こ
っ
け
い

も
ま
た
文
学
に
属
す
。
し
か
れ
ど
も
俳
句
の
滑
稽
と  

川    

柳  

せ
ん
り
ゅ
う

　
の
滑
稽
と
は
自
お
の
ず
から
そ
の
程
度
を
異
に
す
。
川
柳
の
滑
稽
は
人
を
し
て 

抱  

ほ
う
ふ

　
腹 く
絶
倒
せ
し
む
る
に
あ
り
。
俳
句
の
滑
稽
は
そ
の
間
に
雅が
味み
あ
る
を
要
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す
。
故
に
俳
句
に
し
て
川
柳
に
近
き
は
俳
句
の
拙
な
る
者
、
も
し
こ
れ
を

　
川
柳
と
し
見
れ
ば
更
に
拙
な
り
。
川
柳
に
し
て
俳
句
に
近
き
は
川
柳
の
拙

　
な
る
者
、
も
し
こ
れ
を
俳
句
と
し
て
見
れ
ば
更
に
拙
な
り
。

一
、
狂
体
を
好
む
者
あ
り
、
狂
体
ま
た
文
学
に
属
す
。
し
か
れ
ど
も
意
匠
の

　
狂
と
言
語
の
狂
と  

相    

伴  
あ
い
と
も
な

ふ
を
要
す
。
意
匠
狂
し
て
言
語
狂
せ
ざ
る
者

　
あ
り
、
狂
人
の
時
と
し
て
真ま
面じ
目め
な
る
が
如
し
。
意
匠
狂
せ
ず
し
て
言
語

　
狂
す
る
者
あ
り
、
常
人
の
時
と
し
て
狂
せ
る
ま
ね
す
る
が
如
し
。
共
に
文

　
学
的
な
ら
ず
。

一
、
熟
練
の
人
に
し
て
俳
句
の
二
句
目
の
終
り
に
あ
る
「
や
」
の
字
を
嫌
ふ

　
人
多
し
。
例
へ
ば
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�
に
わ
と
りの
片
足
づ
ゝ
や  

冬    

籠  

ふ
ゆ
ご
も
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
丈
草

　
　
　
　
　
呼
び
出
し
に
来
て
は
う
か
す
や
猫
の
恋
　
　
　
　
去
来

　
　
　
　
　
紙
燭
し
そ
く
し
て
廊
下
過
ぐ
る
や
五
月
雨
　
　
　
　
　
　
蕪
村

　
　
　
　
　
家
見
え
て
春
の
朝
寐
や
塩
の
山
　
　
　
　
　
　
　 

嵐  

外 

ら
ん
が
い

　
　
　
　
　

　
等
の
如
し
。
そ
は
一
理
な
き
に
は
あ
ら
ず
。
初
学
の
人
こ
の
種
の
「
や
」

　
を
用
う
る
時
は
全
句
に
た
る
み
を
生
ず
る
者
多
き
が
故
な
り
。
さ
り
と
て

　
あ
な
が
ち
に
こ
れ
を
嫌
ふ
は
い
は
れ
な
き
事
な
り
。
上
に
挙
ぐ
る
所
の
句

　
の
如
き
各
首
趣
味
も
あ
り
、
音
調
も
具そな
は
り
て
「
や
」
の
字
の
た
め
に
た

　
る
み
を
生
ぜ
ざ
る
な
り
。
ひ
た
す
ら
に
た
る
み
を
嫌
ふ
よ
り
出
づ
る
の
一

　
弊
な
り
。 

鳴  

雪 

め
い
せ
つ

翁
曰
く
、
二
句
め
の
「
や
」
は
と
か
く
た
る
む
も
の
な
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れ
ど
、
下しも
の
五
文
字
名
詞
の
み
な
ら
ず
し
て
動
詞
、
形
容
詞
な
ど
を
交
へ

　
た
ら
ん
に
は
多
少
の
調
和
を
得
べ
し
。
例
へ
ば

　
　
　
　
　
鶯
う
ぐ
い
すの
あ
ち
こ
ち
と
す
る
や
小
家
が
ち
　
　
　
　
　
蕪
村

　
　
　
　
　

　
と
い
ふ
句
の
如
き
も
「
が
ち
」
の
語
あ
る
が
た
め
に
「
や
」
の
字
さ
ほ
ど

　
に
た
る
ま
ず
と
。
こ
の
言
真
な
り
。

一
、
俳
句
に
熟
達
す
る
人
す
ら
な
ほ
解
し
が
た
き
古
句
あ
り
。
そ
の
句
も
し

　
古
事
古
語
等
に
た
よ
り
た
る
も
の
な
ら
ん
に
は
、
思
ひ
よ
り
の
書
籍
を
探

　
る
べ
し
。
し
か
れ
ど
も
そ
の
語
句
は
普
通
の
も
の
に
し
て
全
首
の
意
通
じ

　
が
た
き
は
熟
〻
《
つ
ら
つ
ら
》
思
案
す
べ
し
。
た
だ
こ
の
一
句
を
解
す
る
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能
は
ざ
る
の
恥
な
る
の
み
な
ら
ず
、
己
れ
い
ま
だ
俳
句
の
あ
る
部
分
に
お

　
い
て
至
ら
ざ
る
所
あ
る
を
証
す
る
者
な
り
。
あ
り
も
せ
ぬ
意
味
を
こ
し
ら

　
へ
て
句
に 

勿  

体 
も
っ
た
い

を
つ
け
る
は
古
い
に
し
えの
註
釈
家
の
弊
な
り
。
含
有
す
る
意
味

　
を
も
よ
く
は
探
ら
で
難
解
の
句
を 

放  

擲 

ほ
う
て
き

す
る
は
今
の
学
生
の
弊
な
り
。

一
、
第
二
期
に
入
る
人
固もと
よ
り
普
通
の
俳
句
を
解
す
る
に
苦
ま
ず
と
い
へ
ど

　
も
、
用
意
の
周
到
な
る
、 

針  

線 

し
ん
せ
ん

の
緻
密
ち
み
つ
な
る
も
の
に
至
り
て
は
こ
れ
を

　
解
す
る
能
は
ず
。
大
家
苦
心
の
句
を
把とっ
て
平
凡
と
目
す
る
に
至
る
こ
と
あ

　
り
。
今
古
句
数
首
を
引ひい
て
俳
家
の
用
意
周
到
な
る
処
を
指
摘
し
、
併あわ
せ
て

　
多
少
の
評
論
を
費
す
べ
し
。

一
、
　
　
　
禅
寺
の
松
の
落
葉
や 

神 

無 

月 

か
ん
な
づ
き

　
　
　
　
　
　
　
　  

凡    

兆  

ぼ
ん
ち
ょ
う
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こ
の
句
を
解
す
る
者
曰いわ
く
、
た
だ
神
無
月
の 

寂  

寞 

せ
き
ば
く

た
る
有
様
を
現
は
し

　
た
る
の
み
。
し
か
も
禅
寺
の
松
葉
と
見
つ
け
た
る
処 

神  

韻 

し
ん
い
ん

あ
り
、
云
々

　
と
。
果
し
て 

解  

者 

か
い
し
ゃ

の
言
ふ
が
如
く
禅
寺
の
松
葉
を
以
て
十
月
頃
の
淋
し

　
さ
を
現
は
さ
ん
と
な
ら
ば
、
神
無
月
と
言
は
ず
し
て 

霜  

月 

し
も
つ
き

と
い
は
ん
に

　
如し
か
ず
。
け
だ
し
霜
月
は
神
無
月
に
比
し
て
更
に
静
か
な
れ
ば
な
り
。
解

　
者
ま
た
曰
く
、
霜
月
も
神
無
月
も
大
体
同
じ
事
な
り
、
た
だ
句
調
の
都
合

　
に
て
神
無
月
と
為
り
た
る
の
み
と
。
こ
れ
凡
兆
を
知
ら
ざ
る
者
な
り
。
元

　
禄
の
大
家
に
し
て
神
無
月
は
霜
月
に
動
く
と
知
り
な
が
ら
な
ほ
字
数
の
都

　
合
に
て
神
無
月
と
置
く
が
如
き
一
時
の
間
に
合
せ
を
為
す
べ
し
と
も
覚
え

　
ず
。
い
は
ん
や
用
意
周
到
を
以
て
勝まさ
り
た
る
凡
兆
に
お
い
て
を
や
。
凡
兆

　
の
俳
句
緊
密
に
し
て
一
字
も
動
か
す
べ
か
ら
ざ
る
『
猿
蓑
』
を
見
て
知
る
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べ
く
、
こ
の
点
に
お
い
て
あ
く
ま
で
強
情
な
る
こ
と
は
『
去
来
抄
』
に
も

　
見
え
た
り
。
さ
れ
ば
こ
の
句
に
神
無
月
と
置
き
た
る
者
、
豈あに
一
時
の
間
に

　
合
せ
な
ら
ん
や
。
凡
兆
深
く
こ
こ
に
考
ふ
る
所
あ
り
し
や
必
せ
り
。
け
だ

　
し
十
月
は
多
く
の
木
の
葉
の
落
つ
る
時
な
れ
ば
、
俳
諧
に
お
い
て
落
葉
を

　
十
月
の
季
と
し
、
松
の
落
葉
の
如
き
常
磐
木

と
き
わ
ぎ

の
落
葉
は
総
て
夏
季
に
属
す
。

　
し
か
れ
ど
も
松
の
落
葉
の
如
き
は
四
時
絶
え
ざ
る
こ
と
論
を
俟ま
た
ず
。
さ

　
れ
ば
こ
の
句
意
は
神
無
月
の
頃
は
到
る
処
に
木
の
葉
落
ち
重
な
り
て
下げ
駄た

　
草
履
ぞ
う
り
に
も
音
あ
る
ほ
ど
な
る
に
、
独ひと
り
こ
の
禅
寺
は
松
の
古
葉
の
少
し
こ

　
ぼ
れ
た
る
ば
か
り
な
る
ぞ
清
ら
か
に
淋
し
く
禅
寺
の
本ほ
意い
な
る
べ
き
と
口

　
ず
さ
み
た
る
者
な
ら
ん
。
更
に
言
ひ
換か
へ
な
ば
、
い
づ
く
も
落
葉
だ
ら
け

　
に
な
り
て
い
と
む
さ
く
ろ
し
き
に
、
こ
の
禅
寺
は
松
ば
か
り
植
ゑ
列つら
ね
て
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他
の
木
を
も
交
ぜ
ね
ば
、
こ
の
落
葉
の
頃
さ
へ
普
通
の
落
葉
は
な
く
た
だ

　
松
葉
ば
か
り
こ
ぼ
れ
て
禅
寺
め
き
た
り
と
な
る
べ
し
。
（
こ
の
句
恐
ら
く

　
は 
南 
禅 
寺 
な
ん
ぜ
ん
じ

よ
り
思
ひ
つ
き
た
ら
ん
か
）
是ここ
に
お
い
て
か
神
無
月
の
語
は

　
一
歩
も
動
か
ざ
る
を
見
る
べ
し
。
も
し
霜
月
と
し
な
ば
已
に
落
葉
の
時
候

　
も
過
ぎ
た
る
か
ら
に
、
た
と
ひ
落
葉
せ
し
処
も
吹
き
散
ら
し
掃は
き
除
け
た

　
る
か
も
測はか
る
べ
か
ら
ず
。
さ
あ
り
て
は
松
の
木
ば
か
り
の
禅
寺
と
い
ふ
意

　
を
現
は
す
に
足
ら
ざ
る
な
り
。

一
、
　
　
　  

鐘    

楼  

し
ょ
う
ろ
う

へ
は
懲こ
り
て
は
ひ
ら
ぬ
燕
つ
ば
めか
な
　
　
　
　
　
也
有

　
也
有
や
ゆ
う
は
狂
文
を
以
て
名
高
し
。
故
に
そ
の
作
句
数
千
、
十
中
の
八
、
九
は
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狂
体
も
し
く
は
し
や
れ
滑
稽
に
属
す
る
も
の
な
り
。
し
か
れ
ど
も
こ
の
句

　
の
如
く  

諧    

謔  

か
い
ぎ
ゃ
く

の
は
な
は
だ
し
き
も
の
は
他
に
多
く
類
を
見
ず
。
こ
の

　
句
の
精
神
は
「
懲
ち
ょ
う」
の
一
字
に
あ
り
。
し
か
し
て
人
の
解
す
る
能
は
ざ
る

　
所
ま
た
こ
の
語
に
あ
り
。
故
に
こ
の
句
の
意
を
探
ら
ん
と
な
ら
ば
、
燕
が

　
何
故
に
鐘
楼
に
這は
入い
る
こ
と
に
懲こ
り
た
る
か
を
知
る
に
あ
り
。
け
だ
し
燕

　
は
真
一
文
字
に
飛
ぶ
者
な
れ
ば
、
あ
る
時
何
の
気
も
な
く 

鐘 

撞 

堂 

か
ね
つ
き
ど
う
の
中

　
を
目
が
け
て
飛
び
こ
み
た
れ
ば
思
は
ず
も
釣
鐘
に
頭
を
打
ち
つ
け
て
痛
き

　
目
を
見
つ
る
な
ら
ん
。
さ
ら
ば
鐘
楼
に
這
入
ら
ば
ま
た
も
や
痛
き
目
を
見

　
ん
か
と
て
懲
り
て
這
入
ら
ぬ
な
り
。
此かく
の
如
き
事
は
実
際
に
あ
り
得
べ
し

　
と
も
思
は
ね
ど
、
燕
の
向
ふ
見
ず
に
飛
ぶ
処
よ
り
聯
想
し
来
り
て
也
有
は

　
こ
の
諧
謔
の
句
を
も
の
し
た
り
と
お
ぼ
し
。
世
人
あ
る
い
は
こ
の
解
釈
を
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以
て  

牽    

強  

け
ん
き
ょ
う

に
過
ぎ
た
り
と
し
、
こ
の
外
に 

幾  

様 

い
く
よ
う

の
解
釈
を
為
す
も

　
の
あ
る
べ
し
。
し
か
れ
ど
も
そ
の
解
釈
と
こ
こ
に
挙
げ
た
る
解
釈
と
を
比

　
較
し
て
、
い
づ
れ
か
最
も
善
く
懲
の
意
に
適
す
る
か
、
い
づ
れ
か
最
も
善

　
く
燕
の
特
性
を
現
は
す
か
を
見
よ
。
し
か
し
て
後
こ
の
解
釈
の
牽
強
な
ら

　
ぬ
を
知
る
べ
し
。
但
し
こ
の
句
は
諧
謔
に
過
ぎ
て
品
位
最
も
っ
と
も低
し
。
決
し
て

　
佳
句
と
称
す
べ
か
ら
ず
。
世
人
ま
た
こ
の
種
の
諧
謔
の
や
や
川
柳
調
に
近

　
き
を
疑
ひ
、
俳
人
に
し
て
川
柳
調
を
為
す
の
信
ず
べ
か
ら
ざ
る
を
説
く
者

　
あ
ら
ん
。
し
か
れ
ど
も
也
有
の
全
集
を
見
る
者
、
誰
か
也
有
の
諧
謔
に
過

　
ぎ
た
る
を
知
ら
ざ
ら
ん
。
例
へ
ば

　
　
　
　
　
折
ら
れ
ぬ
を
合
点
が
て
ん
で
垂
れ
る
柳
か
な
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鍬くわ
と
足
三
本
洗
ふ
田
打
た
う
ち
か
な

　
　
　
　
　 

足  

柄 

あ
し
が
ら

の
山
に
手
を
出
す
蕨
わ
ら
びか
な

　
　
　
　
　
も
の
申もう
の
声
に
物
着き
る
暑
さ
か
な

　
　
　
　
　
片
耳
に
片
側
町
の
虫
の
声

　
　
　
　
　
邪
魔
が
来
て
門
叩たた
き
け
り  

薬    

喰  

く
す
り
く
い

　
　
　
　
　

　
の
如
き
巧
拙
は
異
な
れ
ど
も
そ
の
意
匠
の
総
て
諧
謔
に
傾
き
頓
智
と
ん
ち
に
よ
る

　
処
尽
こ
と
ご
とく
相
似
た
り
。
以
て  
全    
豹  

ぜ
ん
ぴ
ょ
う

を
推お
す
べ
し
。

一
、
　
　
　
飛
び
入
り
の
力
者
怪あや
し
き
角
力
す
も
う
か
な
　
　
　
　
　
蕪
村
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俳
句
に
入
る
事
深
く
自
ら
俳
句
を
作
り
て
幾
多
の
秀
句
を
為
す
人
、
な
ほ

　
か
つ
こ
の
句
を
捨
て
て
平
凡
取
る
に
足
ら
ず
と
為
し
、
毫ごう
も
顧
み
ず
。
し

　
か
し
て
そ
の
解
釈
を
問
へ
ば
則
ち
浅
薄
に
し
て
殆ほと
ん
ど
月
並
者
流
の
句
を

　
解
す
る
が
如
く
然
り
。
蕪
村
を
し
て
こ
れ
を
聞
か
し
め
ば
果
し
て
如
何
と

　
か
言
は
ん
。
こ
の
句
固もと
よ
り
『
蕪
村
集
』
中
の
傑
作
に
非
ず
、
む
し
ろ
下

　
位
に
あ
る
者
な
り
。
し
か
れ
ど
も
大
家
の
技
倆
は
往
々
悪
句
に
よ
り
て
評

　
定
せ
ら
る
る
事
あ
り
。
こ
の
句
恐
ら
く
は
蕪
村
の
技
倆
を
知
る
に
足
ら
ん

　
か
。
け
だ
し
こ
の
一
句
の
精
神
は
「
怪
」
の
一
字
に
あ
り
。
人
の
誤
解
す

　
る
所
ま
た
こ
の
一
字
に
あ
る
な
り
。
国
語
に
「
あ
や
し
」
と
い
ふ
語
幾
様

　
の
意
味
に
用
う
る
や
能
く
究きわ
め
ず
と
い
へ
ど
も
、
昔
は
見
苦
し
き
賤しず
が
家や

　
を
あ
や
し
げ
な
る
家
な
ど
言
ひ
た
る
は
少
か
ら
ず
。
さ
れ
ど
そ
は
此こ
処こ
に
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用
う
べ
き
に
あ
ら
ず
。
普
通
に
は
あ
や
し
と
い
ふ
語
を
漢
字
の
怪
の
意
に

　
用
う
。
怪
と
は
奇
怪
、
妖
怪
、
怪
力
、
神
怪
、
鬼
怪
な
ど
と
て
総
て
人
間

　
わ
ざ
な
ら
ぬ
事
に
用
う
。
こ
の
一
句
の
意
味
を
探
る
に
左
の
如
し
。
あ
る

　
処
に
て
秋
の
は
じ
め
つ
か
た
毎
夜
村
の
若
衆
抔など
打
ち
寄
り
て 

辻 

角 

力 

つ
じ
ず
も
う

を

　
催
す
に
、
力
自
慢
の 

誰  

彼 
た
れ
か
れ

自
ら
集
ま
り
て
か
り
そ
め
な
が
ら
大
関
関
脇

　
を
気
取
り
て
威い
張ば
り
に
威
張
り
つ
つ
面
白
き
夜
を 

篝  

火 

か
が
り
び

の
側
に
更ふか
し
け

　
る
。
さ
る
ほ
ど
に
あ
る
夜
の
事
、
今
ま
で
は
見
な
れ
ぬ
一
人
の
男
の
つ
と

　
こ
の
角
力
場
に
来
り
て
我
も
力
競くら
べ
ん
と
い
ふ
。
男
盛
り
の
若
者
ど
も
血

　
気
に
は
や
り
て
、
こ
れ
位
の
男
何
ほ
ど
の
事
か
あ
ら
ん
と
い
き
な
り
に
取

　
て
か
か
れ
ば
無
造
作
に
ぞ
投
げ
ら
れ
け
る
。
次
な
る
若
者
敵
か
た
き討う
た
ん
と
組

　
み
つ
け
ば
こ
れ
も
物
の
見
事
に
ぞ
投
げ
ら
れ
け
る
。
そ
の
外
幾
人
と
な
く

148俳諧大要



　
取
て
か
か
る
者
こ
の
有
様
な
れ
ば
、
終つい
に
は
大
関
某
な
に
が
し自
ら
大
勢
の 

恥  

辱 

ち
じ
ょ
く

　
を
雪そそ
が
ん
と
の
さ
り
の
さ
り
と
歩
み
出
づ
。
皆
々
こ
の
勝
負
こ
そ
は
と
片か

　
唾たず
を
呑
ん
で
眺なが
め
を
れ
ば
、
二
人
は
立
ち
上
り
エ
イ
と
組
み
オ
オ
と
引
き

　
左
を
さ
し
右
を
は
づ
し
眸
ひ
と
みを
凝こ
ら
し
て
睨にら
み
合
ひ
た
る
そ
の
途
端
に
如
何
い
か
が

　
し
た
り
け
ん
、
彼かの
男
の
つ
と
寄
る
よ
と
見
え
し
ま
ま
に
さ
す
が
の
大
関
も

　
難
な
く
土
俵
の
真
中
へ
叩たた
き
つ
け
ら
れ
ぬ
。
見
物
は
あ
つ
け
に
取
ら
れ
た

　
り
。
や
が
て
さ
ま
ざ
ま
の
評
判
こ
そ
口
か
ら
口
へ
さ
さ
や
か
れ
け
れ
。
さ

　
る
に
て
も
彼
の
飛
入
の
男
は
誰
な
ら
ん
、
こ
の
村
に
は
見み
馴な
れ
ぬ
顔
の
男

　
な
り
。
北
村
の
人
に
聞
け
ど
も
北
村
の
人
も
知
ら
ず
、
南
村
の
人
に
聞
け

　
ど
も
南
村
の
人
も
知
ら
ず
。
さ
り
と
て
本
場
を
踏ふ
め
る
関
角
力
と
い
ふ
風ふ

　   

采 

う
さ
い
に
も
あ
ら
ね
ば
、
通
り
掛
り
の
武
者
修
行
と
い
ふ 

打  

扮 

い
で
た
ち

に
も
あ
ら
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ざ
り
け
り
。
疑
惑
は
疑
惑
に
重
か
さ
なり
ぬ
。
私
語
は
い
よ
い
よ
か
し
ま
し
く
な

　
り
ぬ
。
中
に
一
人
の
年
よ
り
た
る 

行  

司 

ぎ
ょ
う
じ

の
し
は
ぶ
き
し
て
小
声
に
て
い

　
ふ
や
う
、
皆
の
衆
静
か
に
せ
よ
、
彼
こ
そ
は
か
し
こ
の
山
の
頂
い
た
だ
きに
住
め
る

　
と
い
ふ
天
狗
様
に
こ
そ
は
あ
る
ら
め
、
今
宵
こ
よ
い
の
振
舞
を
見
る
に
た
だ
人びと
と

　
は
覚
え
ず
、
思
ふ
に
我
ら
の
力
わ
ざ
に
耽ふけ
り
て
い
と
誇
り
が
ほ
な
る
を
片

　
腹
痛
し
と
て
か
く
は
懲
ら
し
め
給
ひ
た
る
も
の
に
ぞ
あ
る
ら
め
と
い
へ
ば
、

　
皆
々
顔
見
合
し
て 

襟  
元 

え
り
も
と

寒
し
と
身
振
ひ
な
ど
す
め
り
。
蕪
村
は
実
に
こ

　
の
一
場
の
事
実
を
取
り
来
り
て
十
七
字
の
中
に
は
包
含
せ
し
め
た
り
。
し

　
か
し
て
そ
の
骨
子
は
怪
の
一
字
に
外
な
ら
ず
。
角
力
は
難
題
な
り
、
人
事

　
な
り
。
こ
の
錯
雑
せ
る
俗
人
事
を
表
面
よ
り
直
言
せ
ば
固
よ
り
俗
に
堕お
ち

　
ん
。
裏
面
よ
り
如
何
な
る
文
学
的
人
事
を
探
り
得
た
り
と
も
、
千
両
幟
の
ぼ
りは
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終つい
に
俳
句
の
材
料
と
は
為
ら
ざ
る
な
り
。
し
か
れ
ど
も
蕪
村
が
こ
の
俗
境

　
の
中
よ
り
多
少
の
趣
味
を
具
す
る
こ
の
詩
境
を
探
り
出
だ
し
、
し
か
も
そ

　
れ
を
怪
の
一
字
に
籠こ
め
た
る
彼
の
筆
力
に
至
り
て
は
、
俳
句
三
百
年
間
誰

　
一
人
そ
の
塁
を
摩ま
す
る
者
か
あ
る
べ
き
。
世
人
ま
た
こ
の
解
釈
を
不
当
と

　
し
て
種
々
に
解
釈
を
試
む
る
者
あ
る
べ
し
。
し
か
れ
ど
も
恐
ら
く
は
そ
の

　
解
釈
は
怪
の
一
字
を
解
し
得
ざ
る
べ
く
、
し
か
ら
ざ
れ
ば
一
字
一
句 

金  

き
ん
て

　
鉄 つ
の
如
く
緻
密
に 

泰  
山 

た
い
ざ
ん

の
如
く
動
か
ざ
る
蕪
村
の
筆
力
を
知
ら
ざ
る

　
者
の
囈
語
げ
い
ご
の
み
。

一
、
言
ひ
が
た
き
を
言
ふ
は
老
練
の
上
の
事
な
れ
ど
、
そ
は
多
く
俗
事
物
を

　
詠
じ
て
な
る
べ
く
雅
な
ら
し
む
る
者
の
み
。
そ
の
事
物
如
何
に
雅
致
あ
る

　
者
な
り
と
も
、
十
七
字
に
余
り
ぬ
べ
き
ほ
ど
の
多
量
の
意
匠
を
十
七
字
の
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中
に
つ
づ
め
ん
こ
と
は
殆ほと
ん
ど
為
し
得
べ
か
ら
ざ
る
者
な
れ
ば
、
古
来
の

　
俳
人
も
皆
こ
れ
を
試
み
ざ
り
し
に
似
た
り
。
し
か
れ
ど
も
一
、
二
こ
の
種

　
の
句
な
く
し
て
可
な
ら
ん
や
。 

池  

西  

言  

水 

い
け
に
し
ご
ん
す
い

は
実
に
そ
の
作
者
な
り
。

一
、
こ
こ
に
一
の
意
匠
あ
り
、
そ
の
意
匠
は
極
め
て
古
き
代
の
事
を
当
時
自

　
身
が
そ
の
事
に
当
り
し
こ
と
の
如
く
に
詠
ず
る
な
り
。
昔
は
老
年
に
な
り

　
て
も
の
の
役
に
立
た
ぬ
人
を
無
残
に
も 

山  

谷 

さ
ん
こ
く

に
捨
て
し
地
方
も
あ
り
き

　
と
ぞ
。
信
州
の 

姨 

捨 
山 

お
ば
す
て
や
ま
は
そ
の
遺
跡
と
な
ん
聞
え
し
。
そ
の
頃
の
事
に

　
し
て
時
は
冬
の
夜
の
寒
く
晴
れ
わ
た
り
満
天 

糠  

星 

ぬ
か
ぼ
し

の
こ
ぼ
れ
ん
ば
か
り

　
に
輝
か
が
やけ
る
中
を
、
今
よ
り
姨
捨
て
に
行
か
な
ん
と
て
湯
婆
た
ん
ぽ
を
暖
め
よ
と
命

　
ず
る
な
り
。
こ
れ
だ
け
の
趣
向
が
い
か
で
十
七
字
に
は
つ
づ
ま
る
べ
き
と

　
誰
し
も
思
は
ん
を
、
さ
て
も
詠
み
た
り
や
。
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姨
捨
て
ん
湯
婆
た
ん
ぽ
に
※かん
せ
星
月
夜
　
　
　
　
　
　
　
言
水

　
　
　
　
　

　
情
景
写
し
出
だ
し
て
少
し
も
窮
す
る
所
を
見
ず
。
真
に
こ
れ 

破 

天 

荒 

は
て
ん
こ
う

と

　
謂いい
つ
べ
し
。
（
但
し
こ
の
句
に
つ
き
て
は
我
い
ま
だ
全
く
解
せ
ざ
る
処
あ

　
り
。
湯
婆
に
※
せ
と
は
果
し
て
何
の
た
め
に
す
る
に
や
。
た
だ
寒
き
故
に

　
自
ら
手
足
を
暖
め
ん
と
に
や
、
ま
た
は
他
に
意
味
あ
る
に
や
。
大
方
の
教
お
し
え

　
を
俟ま
つ
）

一
、
こ
れ
ら
の
句
は
言
水
に
お
い
て
も
他
に
多
く
の
例
を
見
ず
。

　
　
　
　
　
黒
塚
や  

局    

女  

つ
ぼ
ね
お
ん
な
の
わ
く
火
鉢
　
　
　
　
　
　
　
　
　
言
水
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の
一
句
、
僅わず
か
に
前
の
湯
婆
の
句
と
種
類
を
同
じ
う
す
る
の
み
。
こ
の
句

　
の
意
は
黒
塚
の
鬼
女
が
局
女
を
捕
へ
て
そ
の
肉
か
子
ご
も
り
を
截き
り
取
り
、

　
こ
れ
を
火
鉢
の
上
に
て
炙あぶ
り
な
ど
し
を
る
処
な
る
べ
し
。
前
の
句
も
冬
季

　
と
し
た
る
た
め
に
凄すご
み
を
添
へ
こ
の
句
も
ま
た
冬
季
な
る
を
以
て
一ひと
き
は

　
恐
ろ
し
き
心
地
す
。

一
、
　
　
　
身
の
内
の
道
を
覚
ゆ
る
清
水
か
な
　
　
　
　
　
　
麦
翅
ば
く
し

　
も
と
よ
り
品
高
き
句
に
は
あ
ら
ぬ
を
、
能
く
も
か
か
る
事
ま
で
俳
句
に
は

　
し
た
る
よ
と
思
は
し
む
る
処
、
作
者
の
は
た
ら
き
な
り
。
句
意
は 

三  

伏 

さ
ん
ぷ
く
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の
暑
き
天
気
に
か
わ
き
た
る 

咽  

元 

の
ど
も
と

を
濡
う
る
おさ
ん
と
冷
た
き
水
を
飲
め
ば
、

　
そ
の
水
が
食
道
を
通
過
す
る
際
も
胸
中
ひ
や
や
か
に
感
ず
る
所
を
詠
み
た

　
る
な
り
。

　
　
　
　
　
　
　
人
之
性
善

一
、
　
　
　
折
つ
て
後
も
ら
ふ
声
あ
り
垣
の
梅
　
　
　
　
　
　 

沾  

徳 

せ
ん
と
く

　
と
い
ふ
句
は
意
匠
卑
俗
に
し
て
取
る
に
足
ら
ず
と
い
へ
ど
も
、
中
七
字
の

　
は
た
ら
き
は
俳
句
修
学
者
の
注
意
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
所
な
り
。
余よ
所そ
の

　
垣
根
の
梅
を
折
つ
て
今
や
帰
ら
ん
と
す
る
時
、
貰もら
ひ
ま
す
よ
と
一
言
の
捨

　
言
葉
を
残
し
た
る
を
「
も
ら
ふ
声
あ
り
」
と
手
短
か
に
言
ひ
た
る
、
さ
す
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が
に
老
熟
と
見
え
た
り
。
但ただ
し
こ
の
句
の
価
値
を
い
は
ば
一
文
に
も
あ
た

　
ら
ず
。

一
、
　
　
　
絶
頂
の
城
た
の
も
し
き
若
葉
か
な
　
　
　
　
　
　
蕪
村

　
句
意
は
聞
え
た
る
ま
で
な
り
。
あ
る
い
は
絶
頂
と
い
ふ
漢
語
あ
る
を
見
て

　
窮
策
に
出
で
た
り
と
い
ひ
、
あ
る
い
は
こ
と
さ
ら
に
奇
を
好
み
た
り
と
い

　
ふ
者
あ
ら
ん
。
し
か
れ
ど
も
蕪
村
は
奇
を
好
ま
ず
、
ま
た
窮
策
を
も
取
ら

　
ざ
る
な
り
。
特
に
こ
こ
に
い
た
だ
き
と
は
い
は
ず
し
て
絶
頂
と
い
ひ
し
所

　
以
の
者
は
、
「
ぜ﹅
つ﹅
ち﹅
や﹅
う﹅
」
と
い
ふ
語
調
の
強
き
が
た
め
に
山
い
よ
い

　
よ
嶮けん
な
る
を
覚
え
、
随
つ
て
た
の
も
し
き
と
い
ふ
意
ま
す
ま
す
力
を
得
て
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全
句
活
動
す
べ
し
。
ま
た
若
葉
の
候
と
定
め
た
る
も
、
初
夏
草
木
の
青
々

　
茂
り
て
半
ば  

城    

楼  

じ
ょ
う
ろ
う

を
埋
め
た
る
処
は
最
も
城
の
堅
固
な
る
を
感
ず
べ

　
し
。
も
し
冬
季
を
以
て
城
楼
に
結
ば
ば
空
城
古
城
の
感
を
増
す
を
以
て
、

　
「
た
の
も
し
き
」
と
い
ふ
語
は
不
適
当
と
な
る
べ
し
。

一
、
学
生
俳
句
に
多
く
の
漢
語
を
用
ゐ
て
自
ら
得
た
り
と
為
す
も
、 

佶  

屈 

き
っ
く
つ

　
に
過
ぎ
て
趣
味
を
損
ず
る
者
多
し
。
漢
語
を
用
う
る
は
左
の
場
合
に
限
る

　
べ
し
。

　
　
　
漢
語
な
ら
で
は
言
ひ
得
ざ
る
場
合

　
　
　
漢
土
の
成
語
を
用
う
る
場
合

　
　
　
漢
語
を
用
う
れ
ば
調
子
よ
く
な
る
場
合

一
、
現
時
の
新
事
物
は
俳
句
に
用
ゐ
て
可
な
り
。
但
し
新
事
物
に
は
俗
野
な
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る
者
多
け
れ
ば
選
択
に
注
意
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。

　
　
　
　
第
七
　
修
学
第
三
期

一
、
修
学
は
第
三
期
を
以
て
終
る
。

一
、
第
二
期
に
あ
る
者
已
に
俳
家
の
列
に
入
る
べ
し
。
名
を
一
世
に
挙
ぐ
る

　
が
如
き
ま
た
難
き
に
あ
ら
ず
。
第
三
期
は
俳
諧
の
大
家
た
ら
ん
と
欲
す
る

　
者
の
み
こ
れ
に
入
る
こ
と
を
得
べ
し
。
一
世
の
名
誉
に
区
々
た
る
者
の
如

　
き
は
終つい
に
こ
の
期
に
入
る
を
許
さ
ざ
る
な
り
。

一
、
第
三
期
は
卒
業
の
期
な
し
。
入
る
事
浅
け
れ
ば
百
年
の
大
家
た
る
べ
く
、

　
入
る
事
深
け
れ
ば 

万  

世 

ば
ん
せ
い

の
大
家
た
る
べ
し
。
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一
、
第
二
期
は 

天  

稟 

て
ん
ぴ
ん

の
文
才
あ
る
者
能
く
業
余
を
以
て
こ
れ
を
為
す
べ
し
。

　
第
三
期
は
文
学
専
門
の
人
に
非
ざ
れ
ば
入
る
こ
と
能
は
ず
。

一
、
第
二
期
は
浅
学
な
る
者
、
懶
惰
ら
ん
だ
な
る
者
、
な
ほ
能
く
こ
れ
を
修
む
べ
し
。

　
第
三
期
は 
励  

精 
れ
い
せ
い

な
る
者
、
篤
学
な
る
者
に
非
れ
ば
入
る
能
は
ず
。

一
、
第
二
期
は
知
ら
ず
知
ら
ず
の
間
に
入
り
を
る
こ
と
あ
り
。
第
三
期
は
自

　
ら
入
ら
ん
と
決
心
す
る
者
に
非
れ
ば
入
る
べ
か
ら
ず
。

一
、
文
学
専
門
の
人
と
い
へ
ど
も
自
ら
誇
り
他
を
侮
あ
な
どり
研
究
琢
磨
た
く
ま
の
意
な
き

　
者
は
第
二
期
を
出
づ
る
能
は
ず
。

一
、
一
読
を
値
す
る
俳
書
は
得
る
に
随
つ
て
一
読
す
べ
し
。
読
み
去
る
に
際

　
し
て
そ
の
書
の
長
所
と
短
所
と
を
見
る
を
要
す
。

一
、
俳
句
に
つ
き
て
陳
腐
と
新
奇
と
を
知
る
は
最
も
必
要
な
り
。
陳
腐
と
新
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奇
と
を
判
ず
る
は
修
学
の
程
度
に
よ
り
て
そ
の
範
囲
を
異
に
す
。
俳
句
を

　
見
る
事
い
よ
い
よ
多
け
れ
ば
そ
の
陳
腐
を
感
ず
る
こ
と
随
つ
て
多
か
る
べ

　
し
。
第
二
期
に
あ
る
者
初
学
の
俳
句
を
見
れ
ば
た
だ
そ
の
陳
腐
な
る
を
見

　
る
。
第
三
期
に
あ
り
て
第
二
期
を
見
る
、
ま
た
此かく
の
如
き
の
み
。
し
か
し

　
て
能
く
新
陳
両
者
の
区
別
を
知
る
に
は
多
く
俳
書
を
読
む
に
如し
か
ず
。

一
、
業
余
を
以
て
俳
句
を
修
す
る
者
、
自
己
の
句
と
古
句
と
暗
合
す
る
あ
る

　
も
妨
げ
ず
。
た
だ
第
三
期
に
あ
る
者
は
暗
合
を
以
て
そ
の
陳
腐
を
抹
殺
し

　
得
べ
き
に
非
ず
。
た
ま
た
ま
以
て
自
己
の
浅
学
を
証
す
る
の
み
。

一
、
空
想
よ
り
す
る
者
、
写
実
よ
り
す
る
者
、
共
に
熟
練
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。

　
非
文
学
的
な
る
者
を
し
て
な
る
べ
く
文
学
的
な
ら
し
む
る
の
技
倆
も
具
備

　
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
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一
、
空
想
と
写
実
を
合
同
し
て
一
種
非
空
非
実
の
大
文
学
を
製
出
せ
ざ
る
べ

　
か
ら
ず
。
空
想
に
偏
僻
し
写
実
に 

拘  

泥 

こ
う
で
い

す
る
者
は
固
よ
り
そ
の
至
る
者

　
に
非
る
な
り
。

一
、
俳
句
の
諸
体
に
通
ぜ
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
自
己
の
特
色
な
か
る
べ
か
ら
ず
。

　一
、
俳
書
を
読
む
を
以
て
満
足
せ
ば
古
人
の 

糟  

粕 

そ
う
は
く

を
嘗な
む
る
に
過
ぎ
ざ
る

　
べ
し
。
古
句
以
外
に
新
材
料
を
探
討
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
新
材
料
を
得
べ

　
き
歴
史
地
理
書
等
こ
れ
を
読
む
べ
し
。
も
し
能あた
ふ
べ
く
ん
ば
満
天
下
を
周

　
遊
し
て
新
材
料
を
造
化
よ
り
直
接
に
取
り
来
れ
。

一
、
俳
句
以
外
の
文
学
に
も
大
体  
通    
暁  
つ
う
ぎ
ょ
う

せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
第
一
和
歌
、

　
第
二
和
文
、
第
三
小
説
、
謡
曲
、
演
劇
類
、
第
四
支
那
文
学
、
第
五
欧
米

　
文
学
等
な
る
べ
し
。
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一
、
文
学
を
作
為
す
る
は
専
門
家
に
非
れ
ば
能
は
ず
。
和
歌
を
能
く
し
て
俳

　
句
を
能
く
せ
ず
、
国
文
を
能
く
し
て
漢
文
を
能
く
せ
ざ
る
が
如
き
、
強
あ
な
がち

　
咎とが
む
べ
き
に
非
ず
。
し
か
れ
ど
も
文
学
の
標
準
は
各
体
に
お
い
て
各
地
に

　
お
い
て
相
異
あ
る
べ
か
ら
ず
。
故
に
和
歌
の
標
準
を
知
り
て
俳
句
の
標
準

　
を
知
ら
ず
と
い
ふ
者
は
和
歌
の
標
準
を
も
知
ら
ざ
る
者
な
り
。
俳
句
の
標

　
準
を
知
り
て
小
説
の
標
準
を
知
ら
ず
と
い
ふ
者
は
俳
句
の
標
準
を
も
知
ら

　
ざ
る
者
な
り
。
標
準
は
文
学
全
般
に
通
じ
て
同
一
な
る
を
要
す
る
は
論
を

　
俟ま
た
ず
。

一
、
文
学
に
通
暁
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
美
術
一
般
に
通
暁
せ

　
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
文
学
の
標
準
は
絵
画
に
も
適
用
す
べ
く
、
彫
刻
に
も
適

　
用
す
べ
く
、
建
築
に
も
適
用
す
べ
く
、
音
楽
に
も
適
用
す
べ
し
。
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一
、
俳
句
の
標
準
を
得
る
者
、
和
歌
を
解
釈
し
得
ざ
れ
ば
そ
の
美
不
美
を
断

　
ず
べ
か
ら
ず
。
漢
詩
欧
詩
を
解
釈
し
得
ざ
れ
ば
そ
の
美
不
美
を
断
ず
べ
か

　
ら
ず
。
絵
画
、
彫
刻
、
建
築
、
音
楽
を
解
釈
し
得
ざ
れ
ば
そ
の
美
不
美
を

　
断
ず
べ
か
ら
ず
。
故
に
俳
人
は
深
く
入
る
と
共
に
博
く
通
ぜ
ざ
る
べ
か
ら

　
ず
。

一
、
文
学
に
通
暁
し
美
術
に
通
暁
す
、
い
ま
だ
以
て
足
れ
り
と
す
べ
か
ら
ず
。

　
天
下
万
般
の
学
に
通
じ
事
に
暁さと
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
し
か
れ
ど
も
一
生
の

　
間
に
自
ら
実
験
し
得
べ
き
事
物
は
極
め
て
少
数
な
り
。
故
に
多
く
学
び
博

　
く
識し
ら
ん
と
欲
せ
ば
書
籍
に
よ
る
を
最
も
っ
と
も良よ
し
と
す
。
歴
史
は
材
料
を
与
ふ

　
べ
し
、
地
理
書
は
材
料
を
与
ふ
べ
し
。
そ
の
他
雑
書
皆
多
少
の
好
材
料
を

　
与
へ
ざ
る
は
な
し
。
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一
、
極
美
の
文
学
を
作
り
て
い
ま
だ
足
れ
り
と
す
べ
か
ら
ず
、
極
美
の
文
学

　
を
作
る
ま
す
ま
す
多
か
ら
ん
こ
と
を
欲
す
。

一
、
一
俳
句
の
み
力
を
用
う
る
こ
と
此
の
如
く
な
ら
ば
則
す
な
わち
俳
句
あ
り
、
俳

　
句
あ
り
則
ち
日
本
文
学
あ
り
。

　
　
　
　
第
八
　
俳
諧
連
歌

一
、
易えき
、
源
氏
げ
ん
じ
、
七
十
二
候
な
ど
そ
の
外
種
々
の
名
称
あ
れ
ど
も
多
く
は
空

　
名
に
過
ぎ
ず
。
実
際
に
行
は
る
る
者
は
歌
仙
か
せ
ん
を
最
も
多
し
と
し
、  

百    

ひ
ゃ
く
い

　
韻  ん
こ
れ
に
次
ぐ
。

一
、
歌
仙
は
三
十
六
句
を
以
て
成
り
、
百
韻
は
百
句
を
以
て
成
る
。
長
句
、
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短
句
に
か
か
は
ら
ず
こ
れ
を
一
句
と
い
ふ
。
発
句
ほ
っ
く
と
最
後
の
一
句
を
除
き

　
て
外
は
各
句
両
用
な
る
を
以
て
、
歌
仙
に
は
三
十
五
首
の
歌
（
則
ち
長
句

　
短
句
合
し
た
る
者
）
あ
り
、
百
韻
に
は
九
十
九
首
の
歌
あ
る
わ
け
な
り
。

一
、
歌
仙
は
長
に
過
ぎ
ず
、
短
に
過
ぎ
ず
、
変
化
度
に
適
せ
り
。
故
に
芭
蕉

　
以
後
は
歌
仙
最
も
多
く
行
は
れ
た
り
。
初
学
の
人
連
句
を
学
ぶ
、
ま
た
歌

　
仙
よ
り
す
べ
し
。

一
、
連
句
は
変
化
を
貴
ぶ
故
に
そ
の 

打  

越 

う
ち
こ
し

（
一
句
置
い
て
前
の
句
）
に
似

　
る
を
嫌
ふ
。
即
ち
第
三
の
句
は
第
二
句
に
附
く
こ
と
言
ふ
ま
で
も
な
く
、

　
し
か
し
て
第
一
句
と
は
な
る
べ
く
懸
隔
せ
る
を
要
す
。
け
だ
し
第
一
句
、

　
第
三
句
共
に
第
二
句
に
附
く
故
に
両
句
動やや
も
す
れ
ば
同
一
の
趣
向
と
な
り
、

　
あ
る
い
は
正
反
対
の
趣
向
（
黒
と
白
、
男
と
女
、
戦
争
と
平
和
等
の
如
し
）
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と
な
る
を
免
れ
ず
。
同
一
の
趣
向
の
変
化
せ
ざ
る
は
勿
論
に
し
て
、
正
反

　
対
の
趣
向
も
ま
た
変
化
せ
ざ
る
も
の
な
り
。

一
、
二
句
去
り
、
三
句
去
り
な
ど
と
い
ふ
こ
と
あ
り
。
何
句
去
り
と
は
何
句

　
の
間
そ
の
物
を
詠
み
こ
む
を
禁
ず
と
い
ふ
こ
と
な
り
。
例
へ
ば
竹
は
木
に

　
二
句
去
り
な
り
と
い
へ
ば
、
木
を
詠
み
込
し
句
よ
り
後
二
句
の
中
に
は
竹

　
を
詠
ま
れ
ぬ
が
如
し
。
こ
れ
ら
の
法
則
は
余
り
う
る
さ
き
や
う
な
れ
ど
も
、

　
つ
ま
り
法
則
的
に
変
化
せ
し
め
ん
と
の
意
よ
り
出
で
た
る
者
に
し
て
、
愚

　
人
に
連
歌
、
連
句
を
教
へ
ん
が
た
め
な
り
。
い
や
し
く
も
変
化
の
本
意
を

　
知
る
者
は
か
か
る
人
為
の
法
則
に
拘
泥
す
る
に
及
ば
ず
。
た
だ
我
が
思
ふ

　
ま
ま
に
馳ち
駆く
し
て
可
な
り
。
試
み
に
芭
蕉
一
派
の
連
句
を
披ひら
き
見
よ
。
そ

　
の
古
格
を
破
り
て
縦
横
に
思
想
を
吐
き
散
ら
せ
し
処
常
に
そ
の
妙
を
見あら
は
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す
を
。

一
、
古
来
定
め
来
り
し
去
り
嫌
ひ
は
や
や
寛
に
過
ぐ
る
を
憂うれ
ふ
。
二
句
去
り
、

　
三
句
去
り
と
い
ふ
も
の
多
く
は
五
句
も
六
句
も
去
ら
ざ
れ
ば
変
化
少
か
る

　
べ
し
。

一
、
歌
仙
は
分
ち
て
表
六
句
、
裏
十
二
句
、
名
残
な
ご
り
の
表
十
二
句
、
名
残
の
裏

　
六
句
と
な
す
。

一
、 

月  

花 

つ
き
は
な

の
定
座
な
る
者
あ
り
。
そ
は
月
と
花
と
を
詠
み
こ
ま
ざ
る
べ
か

　
ら
ざ
る
句
を
い
ふ
。
即
ち
月
の
定
座
は
表
の
第
五
句
、
裏
の
第
七
句
、
名

　
残
の
表
の
第
十
一
句
と
し
、
花
の
定
座
は
裏
の
第
十
一
句
、
名
残
の
裏
の

　
第
五
句
と
す
。
但
し
こ
の
句
と
固
定
せ
る
に
は
あ
ら
ず
、
時
に
応
じ
て
種

　
々
に
動
く
べ
し
。
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一
、
表
六
句
（
百
韻
は
八
句
）
に
は
神
祇
し
ん
ぎ
、
釈
教
、
恋
、
無
常
、
述
懐
、
人

　
名
、
地
名
、 

疾  

病 

し
っ
ぺ
い

等
を
禁
ず
。
窮
屈
な
る
や
う
な
れ
ど
も
一
理
な
き
に

　
あ
ら
ず
、
従
ふ
べ
し
。
元
来
歌
仙
全
体
を
一
つ
の
物
と
見
る
時
は
、
表
は

　
詩
の
起
句
の
如
し
、
故
に
此こ
処こ
は
な
る
べ
く
す
ら
り
と
し
て
苦
の
な
き
や

　
う
に
致
し
、
以
て
後
段
に
変
化
の
地
を
残
し
置
く
な
り
。
二
の
表
は
更
に

　
変
化
を
要
す
る
所
な
り
と
ぞ
。

一
、
脇
（
第
二
句
）
に
は
字
止
じ
ど
め
と
い
ふ
定
め
あ
り
、
字
止
は
名
詞
止
な
り
。

　
第
三
に
は
「
て
止
」
と
い
ふ
定
め
あ
り
。
こ
れ
ら
あ
な
が
ち
固
守
す
べ
き

　
に
も
あ
ら
ね
ど
、
ま
た
一
理
な
き
に
も
あ
ら
ず
。
初
学
は
古
法
に
従
ふ
べ

　
し
。

一
、
春
秋
二
季
は
三
句
乃
至
な
い
し
五
句
続
き
、
夏
冬
二
季
は
一
句
乃
至
三
句
続
く
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を
定
め
と
す
。
時
の
宜
し
き
に
従
ふ
べ
し
。

一
、
月
と
い
ふ
者
必
ず
し
も
秋
月
な
る
を
要
せ
ず
。
殊こと
に
裏
の
月
は
秋
月
な

　
ら
ぬ
方
か
へ
つ
て
宜
し
か
ら
ん
。

一
、
花
と
い
ふ
者
必
ず
桜
花
な
る
を
要
せ
ず
、
梅
、
桃
、
李
す
も
も、
杏
あ
ん
ず固
よ
り
可

　
な
り
。
他
季
の
花
を
用
う
る
ま
た
可
な
り
。
花
と
言
は
ず
し
て
桜
と
い
ふ

　
固
よ
り
可
な
り
。
各
人
の
適
宜
に
任
す
べ
し
。

一
、
恋
を
一
句
に
て
棄す
て
ず
と
い
ふ
定
め
あ
り
、
従
ふ
に
及
ば
ず
。

一
、
百
韻
は 

初  

折 

し
ょ
お
り

表
お
も
て八
句
裏
十
四
句
、
二
の
折
表
十
四
句
裏
十
四
句
、
三

　
の
折
表
十
四
句
裏
十
四
句
、
四
の
折
表
十
四
句
裏
八
句
な
り
。

一
、
百
韻
の
月
の
定
座
は
表
の
終
お
わ
りよ
り
二
句
目
、
裏
（
名
残
の
裏
を
除
く
）

　
の
九
句
目
な
り
。
花
は
裏
の
終
よ
り
二
句
目
な
り
。
百
韻
に
て
は
殊
に
月

169



　
花
の
定
座
に
拘
泥
す
べ
か
ら
ず
。

一
、
百
韻
は
長
き
故
に
と
も
す
れ
ば
同
一
の
趣
向
に
陥
り
や
す
し
。
全
体
の

　
変
化
に
注
意
す
る
こ
と
最
も 

肝  

心 

か
ん
じ
ん

な
り
。
一
句
々
々
の 

附 

具 

合 

つ
け
ぐ
あ
い

も
歌

　
仙
に
比
す
れ
ば
親
句
し
ん
く
（
ぴ
つ
た
り
と
附
き
た
る
句
）
多
か
る
べ
し
。
し
か

　
ら
ざ
れ
ば
窮
屈
な
る
百
韻
と
な
り
を
は
ら
ん
。

一
、
規
則
き
そ
く
、
附つけ
様
等
一
々
に
説
明
し
が
た
し
。
古
書
に
つ
い
て
見
る
べ
し
。

一
、
俳
諧
連
歌
に
お
け
る
各
句
の
接
続
は
多
く
不
即
不
離

ふ
そ
く
ふ
り

の
間
に
あ
り
、
密み

　     

着   

っ
ち
ゃ
く

せ
る
句
多
く
は
佳か
な
ら
ず
、
一
見
無
関
係
な
る
が
如
き
句
必
ず
し

　
も
悪あ
し
か
ら
ず
。
切
な
る
関
係
な
し
と
は
見
え
な
が
ら
ま
た
前
句
と
連
続

　
せ
ざ
る
に
も
あ
ら
ざ
る
処
に
多
く
の
妙
味
を
存
す
る
な
り
。
初
学
の
た
め

　
に
一
例
を
挙
げ
て
解
釈
す
べ
し
。
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一
、
左
に
録
す
る
俳
諧
連
歌
は
十
八
句
よ
り
成
り
、 

召  

波 

し
ょ
う
は

十
三
回
の
追
悼

　
会
に
催
せ
し
者
と
知
ら
る
。  

脇    

起  

わ
き
お
こ
し

と
は
そ
の
座
に
を
ら
ぬ
人
の
俳
句

　
を
竪
句
た
て
く
（
第
一
句
）
と
し
て
作
る
者
に
て
、
追
善
の
場
合
に
亡
き
人
の
句

　
を
竪
句
と
す
る
こ
と
普
通
の
例
な
り
。
こ
れ
ま
た
し
か
な
り
。

一
、
　
　
　
冬
ご
も
り
五
車
ご
し
ゃ
の
反
古
ほ
う
ご
の
あ
る
じ
か
な
　
　
　
　
召
波

　
五
車
の
書
と
い
ふ
支
那
の
故
事
を
転
じ
て
反
古
と
な
し
、
反
古
の
多
き
こ

　
と
を
言
へ
る
者
に
し
て
、
冬
ご
も
り
の
書
斎 

狼  

藉 

ろ
う
ぜ
き

た
る
様
な
る
べ
し
。

一
、
　
　
　
ひ
と
り
寒
夜
か
ん
や
に
缻
ほ
と
ぎう
つ
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

維  

駒 

こ
れ
こ
ま
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維
駒
は
召
波
の
子
な
れ
ば
脇
を
着
け
た
る
な
り
。
発
句
冬
季
な
れ
ば
こ
の

　
句
も
冬
季
に
て
受
け
た
り
。
缻
は
缶
の
意
に
て
「
ほ
と
ぎ
」
と
読
ま
し
む

　
る
者
か
。
缶
ほ
と
ぎは
瓦
器
に
し
て
酒
を
盛
る
者
な
る
を
、
秦しん
人
は
こ
れ
を
撃
て

　
楽
器
と
な
す
と
か
や
。
五
車
の
書
と
い
ふ
こ
と
支
那
の
故
事
を
引
き
た
れ

　
ば
、
脇
も
ま
た
缶
ほ
と
ぎと
い
ふ
支
那
の
楽
器
を
引
用
し
た
る
な
り
。
但
し
こ
こ

　
は
支
那
の
楽
器
を
持
出
し
て
撃
つ
と
い
ふ
に
は
あ
ら
ず
、
有
り
合
せ
の
瓶

　
な
ど
を
叩
き
た
る
こ
と
を
い
へ
る
な
り
。
前
句
と
の
附
様
は
冬
籠
り
の
中

　
に
あ
る
月
あ
か
き
夜
、
酒
う
ち
飲
み
て
酔
ひ
た
る
ま
ま
に
瓶
な
ど
打
ち
叩

　
き
た
る
と
い
ふ
趣
向
な
り
。
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郊
外
何
焚たく
や
ら
ん
煙
し
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

鉄  

僧 

て
っ
そ
う

　
　
　
　
　

　
　
初しょ
五
文
字
何
と
読
む
や
ら
ん
、
「
か
う
ぐ
わ
い
」
と
四
音
に
読
む
に
や
、

　
ま
た
は
「
郊
外
に
」
と
あ
る
べ
き
を
字
の
脱ぬ
け
た
る
に
や
、
あ
る
い
は
外
ほ
か

　
に
読
み
や
う
あ
る
べ
き
か
知
ら
ず
。
前
句
と
の
附
様
は
前
の
缶
ほ
と
ぎ打
つ
月
と

　
い
へ
る
を
町
は
づ
れ
な
ど
の 

侘 

住 

居 

わ
び
ず
ま
い

と
見
た
る
故
に
郊
外
の
景
色
を
見

　
る
が
ま
ま
に
述
べ
た
る
な
ら
ん
。
こ
の
句
雑
の
句
な
り
。
冬
季
は
二
句
続

　
く
が
普
通
の
例
な
り
。

　
　
　
　
　
流
れ
の
末
の
水
は
二
筋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
臥
央
が
お
う
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こ
れ
は
た
だ
前
句
を
受
け
て
郊
外
の
景
色
を
更
に
述
べ
添
へ
た
る
ま
で

　
な
り
。

　
　
　
　
　
枝
伐きっ
て
一
の
ま
ぶ
し
を
定
む
ら
し
　
　
　
　
　
　
蕪
村

　
　
　
　
　

　
　
ま
ぶ
し
と
は 

猟  
師 

り
ょ
う
し

が
木
の
枝
な
ど
を
地
に
刺
し
、
そ
の
陰かげ
に
隠
れ
て

　
鉄
砲
を
放
つ
も
の
な
り
と
ぞ
。
一
の
ま
ぶ
し
と
は
ま
ぶ
し
い
く
つ
も
あ
る

　
う
ち
に
第
一
に
射
撃
す
べ
き
処
を
い
ふ
に
や
あ
ら
ん
。
こ
の
附
様
は
前
句

　
の
「
流
れ
の
末
の
水
は
二
筋
」
と
い
ふ
を
山
中
の
谷
川
の
景
色
と
見
て
、

　
さ
て
箇
様
か
よ
う
に
獣
猟
の
様
を
ば
い
ひ
て
郊
外
の
景
色
を
転
じ
た
る
な
り
。
こ

　
の
句
普
通
に
は
月
の
定
座
な
れ
ど
も
、
脇
に
月
を
置
き
た
る
故
に
こ
こ
に
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は
置
か
れ
ぬ
定
め
な
り
。

　
　
　
　
　
甥おい
の
太
郎
が
先
づ
口
を
き
く
　
　
　
　
　
　
　
　 

百  

池 

ひ
ゃ
く
ち

　
　
　
　
　

　
　
附
様
は
前
の
山
猟
に
鹿
な
ど
来
る
や
と
身
を
隠
し
息
を
殺
し
て
待
ち
を

　
る
処
に
、
甥
の
太
郎
が
先
づ
物
を
言
ひ
た
る
と
な
り
。
こ
の
口
を
き
く
と

　
は
何
事
を
言
ひ
た
る
や
、
そ
は
定
か
な
ら
ね
ど
も
大
方
は
鹿
の
来
る
を
見

　
つ
け
て
「
来
た
来
た
」
な
ど
と
口
走
り
た
る
な
ら
ん
か
。

　
　
　
　
　
新
宅
の
夏
を
住
み
よ
き
柱
組
　
　
　
　
　
　
　
　
也
好
や
こ
う
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こ
の
句
は
全
く
趣
向
を
転
じ
た
り
。
附
様
は
新
築
成
り
て
そ
の
祝
ひ
に

　
（
祝
ひ
な
ら
ず
と
も
よ
し
）
幾
人
か
集
ま
り
ゐ
た
る
処
に
、
甥
の
太
郎
が

　
一
番
に
口
を
き
き
た
り
と
い
ふ
こ
と
に
し
た
る
な
り
。

　
　
　
　
　
水
打
ち
そ
ゝ
ぐ
進
物
の
鯛
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

春  

坡 

し
ゅ
ん
ぱ

　
　
　
　
　

　
　
こ
の
句
は
前
の
新
築
の
祝
ひ
に
鯛
を
遣つか
は
し
た
る
な
り
。
水
打
ち
そ
そ

　
ぐ
と
は
鯛
の
腐
り
か
け
た
る
を
防
ぐ
な
る
べ
し
。
こ
の
句
夏
季
に
は
あ
ら

　
ね
ど
水
打
ち
そ
そ
ぐ
と
い
ふ
は
夏
季
に
最
も
適
切
な
り
。

　
　
　
　
　
裂さ
け
や
す
き
糸
の
乱
れ
の  

古    
袴  

ふ
る
ば
か
ま

　
　
　
　
　
　
　
正
巴
せ
い
は
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こ
れ
は
前
句
祝
宴
な
る
故
に
、
祝
宴
の
時
に
古
袴
ひ
き
つ
く
ろ
ひ
た
る

　
さ
ま
を
叙
し
た
る
な
り
。
前
の
腐
れ
鯛
に
対
し
て
こ
こ
に
は
古
袴
の
破
れ

　
て
糸
の
ほ
つ
れ
た
る
を
附
け
た
る
作
者
用
意
の
処
な
り
。

　
　
　
　
　
妻め
を
奪
ひ
行
く
夜よ
半わ
の
暗
き
に
　
　
　
　
　
　
　
之
兮
し
け
い

　
　
　
　
　

　
　
妻
は
「
め
」
と
読
む
な
り
。
こ
の
附
様
は
全
く
転
じ
た
り
。
さ
る
べ
き

　
恋
の
執
心
よ
り
人
の
妻
を
奪
ひ
行
く
そ
の
身
な
り
も
し
ど
ろ
に
袴
な
ど
裂

　
け
た
る
さ
ま
な
り
。
前
句
の
「
糸
の
乱
れ
の
」
と
い
へ
る
さ
ま
恋
歌
の
言

　
葉
に
て
、
如
何
に
も
主
あ
る
じの
心
ま
で
も
乱
れ
た
ら
ん
や
う
に
見
ゆ
る
か
ら
に
、
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こ
の
句
は
恋
と
な
し
た
る
な
り
。
但
し
袴
と
い
ふ
に
よ
り
て
こ
の
恋
は
門

　
地
あ
る
人
の
恋
と
知
る
べ
し
。
（
こ
こ
に
て
は
前
句
の
袴
を
女
の
袴
と
見

　
た
る
に
や
）

　
　
　
　
　
ち
ら
〳
〵
と
雪
降
る
竹
の 

伏 

見 

道 

ふ
し
み
み
ち

　
　
　
　
　
　  

道    

立  

ど
う
り
ゅ
う

　
　
　
　
　

　
　
こ
れ
は
前
句
の
妻
を
奪
ひ
行
く
夜
道
の
さ
ま
を
述
べ
た
る
も
の
に
て
恋

　
の
句
に
は
あ
ら
ず
。
前
の
恋
は
都
の
位
あ
る
人
の
し
わ
ざ
と
見
つ
け
て
、

　
さ
て
は
伏
見
と
置
き
た
る
な
り
。
伏
見
よ
り
竹
を
思
ひ
、
竹
よ
り
雪
を
思

　
ふ
。
こ
の
清
麗
な
る
雪
中
の 

竹  

逕 

ち
く
け
い

を
以
て
前
の
上
等
社
会
の
恋
に
副そ
ふ
、

　
ま
た
用
意
周
到
の
処
な
り
。
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小
荷
駄
返
し
て
馬
嘶いば
ふ
ら
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
我
則
が
そ
く

　
　
　
　
　

　
　
こ
の
句
は
た
だ
伏
見
郊
外
の
景
色
な
り
。
小
荷
駄
返
し
て
と
い
ふ
意
何

　
の
事
に
や
。
荷
主
に
荷
を
返
す
こ
と
を
い
ふ
か
。

　
　
　
　
　
泣
く
〳
〵
も
棺
ひ
つ
ぎを
出
だ
す
暮
の
月
　
　
　
　
　
　 

自  

笑 

じ
し
ょ
う

　
　
　
　
　

　
　
前
句
を
た
だ
夕
暮
の
淋
し
き
景
気
と
見
て
こ
の
附つけ
あ
り
た
る
な
ら
ん
か
。

　
但
し
田
舎
に
て
は
夕
暮
に
棺
を
出
す
処
多
し
。
こ
の
句
月
を
入
れ
て
秋
季

　
な
り
。
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よ
か
ら
ぬ
酒
に
胸
を
病
む
秋
　
　
　
　
　
　
　
　
佳
棠
か
と
う

　
　
　
　
　

　
　
句
の
表
は
悪わろ
き
酒
を
飲
み
て
胸
わ
る
く
な
り
た
り
と
い
ふ
ま
で
な
り
。

　
さ
れ
ど
そ
の
裏
面
に
は
さ
ら
で
も
人
を
失
ひ
た
る
悲
み
に
胸
つ
か
え
た
る

　
頃
を
、
焼
け
酒
飲
み
過
ぎ
て
な
ほ
胸
苦
し
さ
よ
と
か
こ
ち
た
る
さ
ま
を
も

　
見
せ
た
り
。
前
秋
季
な
れ
ば
こ
の
句
も
秋
季
に
て
受
け
た
り
。

　
　
　
　
　 

小  

商 

こ
あ
き
な

ひ
露
の
い
く
野
の
旅
な
れ
や
　
　
　
　
　
　 

湖  

柳 

こ
り
ゅ
う

　
　
　
　
　

　
　
こ
の
句
は 

小 

商 

人 

こ
あ
き
ん
ど

の
旅
に
て
、
わ
ろ
き
酒
な
ど
飲
み
て
欝うつ
を
晴
さ
ん
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と
す
る
に
、
な
か
な
か
胸
に
つ
か
え
た
り
と
い
ふ
な
り
。
い
づ
れ
も
秋
の

　
淋
し
き
処
よ
り
案
じ
出
だ
せ
る
な
り
。
こ
の
句
露
と
あ
る
故
秋
季
な
り
。

　
　
　
　
　
燕
来
る
日
の
長
閑
の
ど
か
な
り
け
り
　
　
　
　
　
　
　
　
湖
嵓
こ
が
ん

　
　
　
　
　

　
　
こ
の
句
は
た
だ
旅
路
の
さ
ま
を
い
ひ
た
る
な
り
。
前
句
は
秋
季
に
て
こ

　
の
句
は
春
季
な
り
。
こ
れ
を
「
季
移
り
」
と
い
ふ
。
こ
の
場
合
に
は
前
句

　
を
春
季
の
句
と
見
な
し
て
こ
の
句
を
附
く
る
な
り
。
露
は
秋
季
な
れ
ど
も

　
春
に
も
露
あ
る
こ
と
勿
論
な
れ
ば
、
春
と
見
な
し
て
も  

差    

支  

さ
し
つ
か
え

な
き
わ

　
け
な
り
。
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反ほ
古ご
な
ら
ぬ
五
車
ご
し
ゃ
の
主
あ
る
じよ
花
の
時
　
　
　
　
　
　
几
董
き
と
う

　
　
　
　
　

　
　
反
古
な
ら
ぬ
五
車
の
書
の
主
と
い
ふ
事
な
る
べ
き
を
、
発
句
に
照
応
し

　
て
反
古
な
ら
ぬ
と
は
言
ひ
た
り
。
箇
様
に
発
句
に
照
応
せ
し
む
る
こ
と
定て

　   

則 

い
そ
く
に
は
あ
ら
ず
、
便
宜
の
沙さ
汰た
な
り
。
こ
の
句
花
の
定
座
に
し
て
花
あ

　
り
。

　
　
　
　
　
春
や
昔
の
山
吹
の
庵いお
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

田  

鶴 

で
ん
か
く

　
　
　
　
　

　
　
こ
れ
は
た
だ
五
車
の
主
の
住
居
を
山
吹
な
ど
咲
き
た
ら
ん
と
見
立
て
た

　
る
な
り
。
「
春
や
昔
」
と  

懐    

旧  

か
い
き
ゅ
う

の
意
に
も
の
し
た
る
は
、
こ
れ
も
追

182俳諧大要



　
善
の
意
を
含
ま
せ
た
る
な
り
。

一
、
こ
の
連
句
に
て
各
句
の
附
具
合
は
そ
れ
ぞ
れ
に
味
ひ
あ
り
て
面
白
し
。

　
た
だ
一
句
と
し
て
面
白
き
句
は

　
　
　
　
　
水
う
ち
そ
ゝ
ぐ
進
物
の
鯛

　
　
　
　
　
裂
け
や
す
き
糸
の
乱
れ
の
古
袴

　
　
　
　
　
妻
を
奪
ひ
行
く
夜
半
の
暗
き
に

　
　
　
　
　
ち
ら
〳
〵
と
雪
降
る
竹
の
伏
見
道

　
　
　
　
　
な
く
〳
〵
も
棺
を
出
だ
す
暮
の
月

　
　
　
　
　

　
な
ど
な
る
べ
し
。
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（
明
治
二
十
八
年
十
月
二
十
二
日
　
十
二
月
三
十
一
日
）
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