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編

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一　

蕉
門
十

哲

の
動

搖

　
　
芭
蕉
が
生
前
に
門
人
の
中
十
人
を
選
ん
で
彼
此
云
つ
た
と
い
ふ
や
う
な
事
實
は
な
い
。
從
つ
て
十
哲
の
基
本
が
芭
蕉
の
生
前
に
は
な
く
、

　
芭
蕉
の
歿
後
に
い
つ
か
誰
か
に
よ
つ
て
發
唱
さ
れ
た
も
の
に
は
相
違
な
い
の
で
あ
る
。
然

る
に
そ
の
十
哲
な
る
も

の
が

一
向
決
定
的
な
も

　

の
に
は
な
つ
て
ゐ
す
'、
明
治
以
前
は
大
軆
さ
う
で
あ
つ
た
と
云
つ
て
差
支
な
く
、
明
治
に
入
つ
で
か
ら
始
め
て
或

十
人
が
決
定
的
な
も
の

　

の
や
う
に
な
つ
た
と
云
ひ
得
る
と
思
ふ
が
、
そ
れ
で
も
獪

屡
、
問
題
に
は
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
言
葉
を
換

へ
て
云

へ
ば
、
元
來
十
哲
な
る

、
も
の
は
、
そ
の
成
立
上
決
定
的
な
も
の
に
は
な
り
得
な
い
性
質

の
も
の
で
あ

つ
た
と
も
云

へ
る
の
で
あ
る
。
私
は
今
明
治
以
來
決
定
的
な

　
も
の
」
や
う
に
な

つ
た
十
哲
を
姑
く
十
哲
と
認
め
て
、
之
に
つ
い
て
述
べ
て
見
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
か
う
す

る
こ
と
は
實
は
便
宜

　

的
な
事
柄
に
過
ぎ
な
い
の
で
、
從
つ
て
選
ば
れ
て
ゐ
る
十
入
が
、
可
な
り
能
く
選
ば
れ
て
ゐ
る
と
か
或
は
選
ば
れ
方
が
餘
り
に
雜
駁
で
あ

　

る
と
か
云
ふ
や
う
な
結
論
に
到
達
す
る
の
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
。

　
　
明
治
以
來
決
定
的
な
も
の
ゝ
や
う
に
な
つ
た
十
哲
と
い
ふ
の
は
、
續
俳
家
奇
人
談
の
卷
頭
に
置
か
れ
た
蕪
村

(天
明
三
年
歿

六
十
八
歳

)
の
實
鬣
に
據

　

る
も
の
で
あ
る
。
同
書
は
玄

丸
一
の
遺
編
で
自
然
堂
鶯
笠
の
天
保
三
年
の
跋
の
あ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
恐
ら
く
そ
の
頃
の
出
版
で
あ
ら

　

う
が
、
同
書
の
「卷
頭
に
蕪
村
署
名
の
省
像
畫
に
そ
の
作
者
々
々
の
代
表
句
を
贊
し
た

　
　
　
　
　

烏
帽

ら＋
や
は

ゑ
ほ

し
き

て
み

よ
け

ふ

の
月

　
其

角

　
　
　
　
　

立

出

て

5

し

ろ

あ

ゆ

み

や

秋

の

く

れ

　

　
嵐

　

雪



　
　
　
　

片

枝

に

脈

や

か

よ

い

て

梅

の

は

な

　

　
東

花

坊

　
　
　
　

欄
…
杆

に

登

る

や

菊

の

影

法

し

　
　
許

　
六

　
　
　
　

木

枯

の

地

に

も

落

さ

ぬ

し

く

れ

哉

　

　
去

　

來

　
　
　
　

飛

込

た

ま

ゝ

か

都

の

時

鳥

　
丈

草

　
　
　
　

此

頃

の

垣

の

結

め

や

は

つ

し

く

れ

　
　
野

　
坡

　
　
　
　

散

時

の

心

安

さ

よ

罌

麥

の

花

越

八

　

　

　

　

　

　
.
.

　
　
　
　

ゆ

ふ

風

に

何

ふ

き

あ

け

て

お

ほ

ろ

月

　
北

枝

　
　
　
　

海

山

の

鳥

啼

た

つ

る

雪

吹

哉

　
杉

風

の
十
人
が
あ
る
の
で
、
決
定
的
な
も
の
」
や
う
に
な
つ
て
ゐ
る
の
は
こ
の
十
人
な
の
で
あ
る
。
併
し
こ
の
省
像
書
及
び
贊
句
の
筆
勢
が
蕪

村
の
筆
と
し
て
十
分
信
す
る
に
足
る
も
の
か
と
云
ふ
と
、
私
に
は
可
な
り
疑
は
し
く
思
は
れ
る
の
で
、
俳
書
的
筆
法
の
書
樣
そ
の
も
の
は

一
見
蕪
村
の
筆
ら
し
く
見
え
る
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
贊
句
の
筆
勢
の
如
き
は
ど
こ
か
危
な
げ
な
所
が
あ
り
・
文
字
中
に
も
異
樣
に
感

ぜ
ら
れ
る
も
の
が
あ
り
、
實
句
の
中
杉
風
の
句
と
し
た
も
の
は
實
は
乙
州
の
作
で
、
而
も
そ
れ
は
炭
俵
中
の
も
の
で
・
之
を
蕪
村
が
記
憶

違

ひ
し
た
と
し
て
は
餘
程
叢

り
に
く
い
も
の
に
な
る
な
ど
、
疑
念
を
懷
か
し
め
る
所
が
多
い
。
か
う
感
ぜ
ら
れ
る
の
で
は
あ
る
が
・
併

し
積
極
的
に
否
定
す
る
こ
と
は
禺
來
す
、
蕪
村
で
通
つ
て
ゐ
る
の
で
も
あ
る
か
ら
、
姑

く
蕪
村
と
假
定
し
て
歩
を
進
め
る
こ
と
に
し
よ
う
・

又

こ
の
書
に
は
ど
こ
に
も
十
折
nと
は
銘
記
し
て
は
な
い
が
、
本
書
表
紙
裏
の
解
論
的
な
廣
告
文
に

コ
佼
牛
翁
の
書
か
れ
た
る
蕉
門
十
哲
の

像
並
發
句
」
と
い
斐

禦

筧

え
る
の
で
、
之
に
よ
つ
て
十
哲
の
像
と
認
め
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
蓼
太
句
集
二
麺

矯

五
)
に
、

　
　
　
　
　
　
芭
蕉
翕
の
左
右
に
十
哲
を
薑
た
る
に

　
　
　
　
梅

十

い

ろ

接

穗

の

幹

の

翁

か

な



と

い
ふ
も
の
が
あ
つ
て
、
蕪
村
時
代
に
か
う
し
た
十
哲
籐
の
あ

つ
た
こ
と
も
知
ら
れ
る
か
ら
、
か
う
し
た
類
例
か
ら
も
前
者
を
十
哲
像
と

認

め
て
置
い
て
よ
い
か
と
思
は
れ
る
。

　
然
る
に
江
戸
時
代
に
於
て
は
、
蕪
村
書
の
前
記
の
十
哲
が
決
し
て
決
定
的
な
も
の
で
は
な
か
つ
た
事
實
が
見
ら
れ

る
の
で
、
蕪
村
と
同

年

に
殿
し
て
且
年
長
者
で
あ

つ
た
樓
川
(天
塑
一.年
歿

八
＋
四
歳

)
の
俳
諧
獨
稽
古

(敏
歟
謝
ご

の
中
、
「芭
蕉
翕
發
句
の
體
並
十
哲
發
句
」
の
項
に
、

　
　

世
の
蕉
門
十
哲
と
い
へ
り
し
も
の
ゝ
句
を
し
る
す
。

　
　
　
ノ

と
あ
つ
て
、

　
　
杉
風
　
　
其
角
　
　
嵐
雪
　
　
千
那
　
　
曾
良

　
　
去
來
　
　
丈
草
　
　
桃
隣
　
　
許
六
　
　
支
考

の
十
人
と
蕪
村
書
の
實
句
と
は
凡
て
異
な
つ
た
代
表
句
と
を
羯
げ
、
「
右
是
等
の
黨
み
な
蕉
門
め
手
本
と
す
る
好
士
な
り
コ
そ
の
風
體
心
に

勘
入
れ
て
よ
く
く

味
ふ
べ
し
」
と
あ
る
の
で
、
帥
ち
こ
れ
に
は
野
坡

・
越
人

・
北
枝
が
な
く
て
、
千
那

・
曾
良

・
桃
隣
が
加
は
つ
て
居

り
溺
又
蕪
村
と
略
、
同
時
代
の
白
雄

覦
倣
一癖
蝦
セ
統
掛
七
)
の
俳
話
集
白
雄
夜
話

(天
保
四

年
跋

)
の
中
、
「
十
哲
と
よ
ぶ
事
」
の
項
に
、

　

　

そ

の
家

々
の
晶
負

に
て
さ
ま
ぐ

な

る
べ
し
。
其

ひ
い
き
よ
り
支
考

・
乙
由
な
ど
十
哲

の
う
ち
と
承

る
。

と
あ

る

の
で

、

こ
れ

で

見

る

と

乙
由

の
加

は

つ
た

十
哲

も

あ

る

ら

し

い
。

叉

于

當

(
驍
毫
)
の
關

清

水

物
語

(
厳
緻
頃
)
の
中

に
は
、

　

　

蕉
門
十
哲
と

い
へ
ど
も

、
其
品

わ
か
れ
た
る
よ
し
。
い
か

ゞ
と

い
ふ
に
、
共
角

の
句
法
は
活
達

に
し
て
作
あ
り
。
嵐
雪

は
水
波

の
聞
を
好

め
る

に
似

　

　
　
て
幽
な
る
所

に
妙
あ
り
。
去
來

は
す
な
ほ
に
し

て
さ
び
あ
り

、
實
情
深

し
。
丈
草
は
作
に
淋
し
み
を
交
ゆ
。
怯
然
は
句

の
お
も

て
に
俗
あ
り
て
高

み

　

　

を
望

め
り
。
許

六
は
お
か
し
み

に
作
を
加
ふ
。
土
芳
は
物
あ
は
き

を
こ
の
め
り
。
支
考

は
雅
俗

を
專

に
し
て
多
く
は
今

日
を

い
ふ
。
杉
風

・
野
坡

は

　

　

こ
ゝ
ろ

ひ
と

つ
に
し
て
只
か
る
み
に
遊
ぶ

と
な
ん
。

一



と
あ

つ
て
、
こ
れ
に
は
越
人

・
北
枝
が
な
く
て
、
惟
然

・
土
芳
が
加
は
つ
て
ゐ
る
が
、
こ
の
十
人
は
後
に
述
べ
る
五
明
の
小
夜
話
に
擧
げ

て
ゐ

る
九
人
に
土
芳
の
加

へ
ら
れ
た
形
の
も
の
で
、
十
人
に
對
す
る
こ
の
評
語
も
小
夜
話
に
於
け
る
評
語
に
他
の
も
の
を
參
酌
し
た
も
の

で
あ

る
。
こ
の
十
哲
は
于
當
の
選
定
か
俳
壇
の

一
部
に
存
在
し
た
も
の
か
は
知
ら
れ
な
い
が
、
兎
に
角
上
來
の
も
の
と
は
又
別
な

一
種
類

を
な
す
も
の
で
あ
る
。
又
錦
江
の
風
俗
文
選
通
釋
(鞍
鹹
五
)
に
は
、
「
去
來
が
誄
」
旛
六
)
中
の
語
の

「
十
大
弟
子
」
の
解
釋
と
し
て
、

　
　

十
大
弟
子
と
は
、
其
角
・
嵐
雪
・
荷
兮

・
野
坡

・.曲
水

・
丈
草

・
凡
兆

・
去
來
・
北
枝

・
曾
良
の
十
人
也
。

と
あ

つ
て
、
こ
れ
に
は
支
考

●
許
六

・
越
人

・
杉
風
が
な
く
て
、
荷
分

・
曲
水

・
凡
兆

・
曾
良
が
加
は
つ
て
ゐ
る
と
い
ふ
や
う
に
、
|上
《
　
》

來

の
も
の
ど
も
と
は
最
も
顏
ぶ
れ
が
變

つ
て
ゐ
る
。
以
上
見
來
つ
た
や
う
に
、
撰
ば
れ
て
ゐ
る
十
人
が
江
戸
時
代
の
末
に
至
る
ま
で
も

一
向

一
定
し
て
ゐ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
蕪
村
書
の
十
哲
が
決
し
て
決
定
的
な
も
の
で
は
な
か
つ
た
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。

　
然
る
に
明
治
に
入
つ
て
は
、
或
種

の
十
哲
の
提
雌
さ
れ
て
ゐ
る
も
の
を
見
な
い
や
う
で
、
蕪
村
書
の
十
哲
が
大
體
.俳
壇

の
常
識
と
な
つ

た
と
認
め
て
よ
い
と
思
は
れ
る
の
で
、
こ
の
意
味
に
於
て
蕪
村
畫
の
十
哲
が
明
治
以
來
決
定
的
な
も
の
Σ
や
う
に
な
り
來

つ
て
ゐ
る
と
云

ひ
得

る
か
と
思

ふ
の
で
あ
る
。
し
か
し
江
戸
時
代
に
於
て
も
十
哲
に
疑
を
挿
む
人
が
な
か
つ
た
譯
で
は
な
い
や
う
に
、
明
治
以
來

こ
れ
に

疑
を
挿
む
人
が
幾
ら
も
あ
つ
て
、
而
も
そ
れ
は
江
戸
時
代
の
そ
れ
と
は
違
つ
た
意
識
か
ら
疑
を
向
け
た
の
で
あ
る
。
適
當
に
云

へ
ば
、
明

治
以
來

の
批
剃
的
意
識
は
十
哲
な
る
も
の
を
も
無
批
判
に
受
込
む
こ
と
は
な
く
な
つ
た

の
で
、
そ
れ
故
に
殊
更
に
十
哲
を
提
出
す
る
如
き

こ
と
も
な
く
な
る
と
共
に
、
こ
れ
に
對
し
て
疑
を
挿
む
に
も
至
つ
た
も
の
と
云

へ
よ
う
が
、
か
う
し
た
歌
勢
の
下
に
蕪
村
書
の
十
哲
が
決

定
的

な
も
の
x
如
く
存
在
し
來
つ
た
と
云
ひ
得
る
で
あ
ら
う
、
十
哲
に
封
し
て
早
く
疑
を
挿
ん
だ
人
は
子
規
居
士
で
、
そ
の
俳
諧

一
口
話

(明
治
二

十
七
年
)
に
そ
れ
が
見
ら
れ
、
そ
の
後
紅
緑
氏
の
俳
句
小
史
や
秋
旻
氏
の
日
本
俳
諧
史
や
、
近
く
は
潁
原
氏
の
俳
諧
史
の
研
究
な
ど
に
も
そ

れ
が
見
ら
れ
、
そ
の
他
彼
此
の
著
書
論
文
に
幾
ら
悉
見
掛
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
　

蕉
門

十
哲

と
許

六

・
支
考

　
蕉
門
の
十
哲
を
稱
す
る
語
に
、
十
哲
と
い
ふ
語
の
外
に
十
大
弟
子
.と
い
ふ
語
も
あ
る
こ
と
は
既
に
云
ひ
觸
れ
た
所

で
あ
る
。
是
等
の
語

が
論
語
を
根
據
と
す
る
孔
門
の
十
哲

(
孔
門
四
科
の
十
哲
)
や
維
摩
經
を
根
據
と
す
る
釋
迦
の
十
大
弟
子
か
ら
來
て
ゐ
る
こ
と
は
、
こ
Σ

に
多
言
す
る
を
要
し
な
い
で
あ
ら
う
。

　
蕉
門
の
十
哲
の
見
え
て
來
る
最
初
の
も
の
は
、
管
見
で
は
風
俗
文
選
中
の
許
六
の

「
去
來
ガ
誄
」
で
あ
る
。
同
誄

は
去
來
が
寳
永
元
年

九
月
十
日
に
殻
し
た
時
書
か
れ
た
も
の
で
、
こ
れ
に
、

　
　

獪
生
き
殘
り
た
る
十
大
弟
子
の
中
に
も
、
世
の
た
す
け
と
な
り
が
た
き
本
あ
る
べ
し
、
|其
八
《
、
、
、
》

か
の
|人
《
も
い
も
》

と
か
へ
ま
く
ほ
し
と
|思
《
も
も
も
へ
も
も
へ
も
ヤ
》

ふ
|方
《
も
も
》

も
|有
《
へ
も
》

べ
し
《
も
》
|

。

と
い
ふ
や
う
に
書
か
れ
て
ゐ
る
。
こ
の
文
の
樣
子
で
見
る
と
、
十
哲
な
る
も
の
が
誰

々
と
い
ふ
や
う
に
固
定
的
な
も

の
に
な
つ
て
ゐ
な
か

つ
た
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
大
凡
は
誰

々
と
い
ふ
程
に
定
め
ら
れ
て
ゐ
た
も
の
ら
し
い
。
即
ち
唯
漠
然
と
假
定
的
に
云
つ
て
ゐ
る
も
の

で
は
な
い
や
う
に
思
は
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
う
と
す
る
と
、
そ
れ
は
竇
永
元
年
以
前
元
祿
の
末
頃
に
既
に
發
唱
さ
れ
て
ゐ
た
も
の
と
見
ら

れ
ね
ば
な
る
ま
い
。
(飆
鰯
嫉
褪
鱒
鱗
脚
暢

計
妖
嚇
蔚
切
暇
燬
醍
臨
徽
r
鹹
堪
励
欝
灘
嘩

。
之
に
次
ぐ
も
の
は
、
同
じ
く
風
俗
文
選
中

の
許
六
の

「
師
,説
」

で
あ
る
り
こ
れ
に
は
、

　
　

先
師
身
ま
か
り
て
十
と
せ
餘
二
と
せ
の
春
秋
を
へ
ぬ
れ
ど
、
師
の
餘
光
い
ま
だ
國
中
を
か
黛
や
か
せ
り
。
其
道
を
繼
十
哲
の
門
人
、
口
を
な
ら
べ
て

　
　

我
こ
そ
血
脈
道
統
な
れ
と
手
ぼ
め
の
宗
匠
に
か
ど
は
さ
れ
、
眞
の
道
統
あ
る
事
を
し
ら
ず
。

と

い
ふ
や
う
に
あ
る
。
こ
の

一
節
に
よ
つ
て
こ
の
「
師
,説
」
が
寳
永
二
年
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
、
即
ち
前

の

「
去
來

が
誄
」

の
翌
年
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
斯
く
の
如
く
、
蕉
門
十
哲
は
許
六
の
も
の
に
最
も
早
く
見
え
て



來

る
の
で
、
こ
Σ
に
蕉
門
十
哲
の
考
察
上
許
六
が
先
づ
注
意
を
向
け
ら
る
べ
き
人
物
と
な
る
の
で
あ
る
。
許
六
は
獪
こ
の
後
正
徳
二
年
の

彼
れ

の
正
風
彦
根
體
の
自
序
に
十
哲
の
こ
と
を
云
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
以
下
十
哲
資
料
を
年
代
を
追
う
て
追
蹤
す
る
中
に
述

べ
る
こ
と
と
し
、
叉
許
六
を
ど
う
見
る
か
の
點
も
、
以
下
支
考
方
面
の
も
の
を
見
了
つ
た
後
に
於
て
す

る
方
が
便
宜
で
あ
る
か
ら
、
さ
う

す
る

こ
と
と
し
、
・以
下
十
哲
資
料
の
追
蹤
そ
れ
は
支
考
方
面
の
も
の
丶
追
蹤
を
進
め
よ
う
と
思

ふ
。
そ
れ
等
は
そ
の
數
に
於
て
可
な
り
に

多
く
、
そ
れ
等
を

一
つ
ぐ

-擧
示
し
行
く
こ
と
は
煩
雜
に
渉
る
嫌
が
あ
る
が
、
推
斷
の
承
認
を
望
む
に
は
必
要
で
あ
る
と
思
ふ
の
で
、
煩

を

忍
ん

で
擧

示
す

る

こ
と

に

し

よ

う

と

思

ふ
。

　

許

六

の

「
師

,
読

」

の
書

か

れ
た

翌

年

の
寳

永

三
年

三

月

に
支

考

が
洛

東

雙

林
寺

で
營

ん
だ

芭

蕉

の
十

三

囘

忌

の
追

善

集

東

山
萬

40

に

、

支

考

の
告

文

が

あ

つ

て
、

そ

れ

に
、

　

　

名
を
し
た

ひ
俤
を

こ
ふ
る
の
門
人
、
す
べ
て
孔

子
の
三
千

の
徒
に
も
過

た
る
べ
し
。
ま
し
て
深
川

の
花

に
さ
そ
ひ
、
湖
南

の
月

に
う
そ
ぶ
け
る
文
學

　

　

言
語

の
門
弟
子
も
、
た
|却
十
哲
《
、
、
、
、
、
》

の
|名
《
も
ヘ
》

の
み
な
ら
ん
や
《
へ
も
ヘ
へ
も
》
|

。

と

あ

つ
て

、

こ
れ

が
支

考

が

十
哲

に

つ

い

て
云
爲

す

る
も

の

」
初

見

で

あ

る
。

こ

れ

で

は
蕉

門

の
十

哲

を

孔

門

の
そ

れ

に

比
す

る

と
共

に

、

「
十

哲

の
名

の
み
な

ら
ん

や
」

と

云

ふ

の
で

あ

る

か

ら
、

芭

蕉

門

に
十

哲

の
名

の
儼
存

し
た

こ

と

に
な

り
、

・即
ち

十
哲

と

稱

せ

ら
れ

る
も

の

Σ
存

在

し
た

こ
と

に
な

る
と

思

ふ
。

そ

し

て
後

段

に
、

　

　

弟
子
か

つ
て
先
師

の
門
に
あ
そ
ぶ

日
よ

り
、
か
た
じ
け
な
く
風
雅

の
名
を
な
ら

べ
て
、
武
城

に
其
角

・
嵐
雪
あ

り
、
洛
陽

に
去
來

・
丈
艸
あ

り
、
杉

　

　

風

・
嵐
蘭

は
蕉
門

の
お
も

し
人

に
し

て
、
武
門

に
許

六
あ
り
曲
翠
あ
り
、
松
本

の
正
秀
も
難
波

の
諷
竹
も
、
尾
城
の
誰

々
を
さ

へ
に
、
伊
賀

の
入

々

　

　

は
ま
し

て
お
そ
る
べ
し
。
い
つ
れ
本
道

の
先
生

に
し

て
、
風
雅

の
先
達
と
あ
ふ
が
ざ

ら
ら
ん

や
。

と

云

つ

て
、

斯

く

十
人

の
名

を
擧

げ

る
と

共

に
、

尾

張

伊
賀

の
方

に
恐

る

べ
き

門

入

の
あ

る

こ
と

を

云

つ
て
名

ざ
す

こ
と

は

せ
す

、

言

葉



を
濁
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
書
き
振
で
は
、
名
を
擧
げ
た
十
人
が
十
哲
と
い
ふ
こ
と
に
は
な
ら
な

い
や
う
で
、
名
を
擧
げ
た
門
人
、

名

を
擧
げ
な
い
尾
張
伊
賀
の
門
人
な
ど
の
41
に
、
十
哲
と
さ
れ
る
人
が
あ
る
と
い
ふ
口
吻
ら
し
く
思
は
れ
る
。
獪
支
考
は
、
享
保
三
年
に

出

し
た
本
朝
文
鑑
に
こ
の
告
文
を
「
報
恩
,表
」
と
題
し
て
牧
め
、
可
な
り
の
改
作
を
施
し
、
特
に
門
人
の
名
を
擧
げ
た
部
分
は
人
數
を
遙

か
に
増
し
て
二
十
四
人
と
し
、
尾
張
伊
賀
の
門
人
の
恐
る
べ
き
こ
と
を
云
つ
た
後
に
、
「
お
よ
そ
は
七
十
二
弟
子
の
門
に
師
の
光
の
及
ば
ざ

る
は
な
け
れ
ば
」
と
云
ひ
出
し
て
、
十
哲
の
外
に
七
十
二
弟
子
と
い
ふ
も
の
Σ
存
し
或
は
存
す
べ
き
で
あ
る
如
く
云
ひ
出
し
て
ゐ
る
な
ど
、

こ
の
文
に
な
る
と
、
愈
、
十
哲

の
誰

々
で
あ
る
か
を
茫
漠
た
ら
し
め
、
瞹
昧
な
態
度
を
執
つ
た
も
の
に
な
つ
て
ゐ
る
コ
然
る
に
支
考
は
、

告
文
を
書
い
た
翌
年
の
寳
永
四
年
に
撰
し
た
南
無
俳
諧
中
の

「俳
諧
未
來
經
」
の
中
に
、
許
六
の
附
句
を
批
評
し
た
續
き
に
、

　
　

さ
す
が
蕉
門
の
十
大
弟
子
と
し
て
、
い
つ
れ
か
此
道
理
を
し
ら
ざ
ら
ん
。

と
云
つ
て
ゐ
て
、
こ
れ
で
は
確
か
に
許
六
を
十
大
弟
子
中

の

一
人
と
指
示
し
て
ゐ
る
と
思
は
れ
る
の
で
、

一
人
で
あ
る
場
合
に
は
十
哲
と

指

示
す
る
こ
と
も
敢

へ
て
す
る
と
云
ふ
彼
れ
の
態
度
を
注
意
し
て
置
く
べ
き
で
あ
る
。

　
許
六
が
前
述
の
正
風
彦
根
軆
を
出
し
た
の
は
、
支
考

の
こ
れ
か
ら
六
年
後

の
正
徳
二
年
で
あ
る
が
、
そ
の
自
序
に
、

　
　

在
世
の
門
人
十
哲
の
中
に
も
、
手
筋
を
得
た
る
も
の
は
み
な
く

失
は
て
、
其
角
が
|下
《
シ
ク
》

は
其
角
が
手
筋
を
う
け
取
、
嵐
雪
が
門
葉
は
嵐
雪
が
手
筋
を

　
　

殘
す
。

と
云
つ
て
ゐ
て
、
こ
れ
で
は
其
角

●
嵐
雪
が
十
哲
中
の
人
と
認
め
ら
れ
て
ゐ
る
と
思
は
れ
る
。

　
斯
く
て
享
保
に
入
つ
て
、
享
保
四
年
の
支
考
の
俳
諧
十
論
の

「
俳
諧
,道
」

の
中
に
、

　
　

吾
翕
は
門
下
に
|十
哲
《
、
、
、
》

の
|名
《
も
も
》

を
そ
な
へ
、
|天
《
も
へ
も
》

下
に
三
千
の
徒
あ
れ
ど
も
、
人
に
む
か
つ
て
俳
諧
を
と
か
ず
。

と
あ
つ
て
、
こ
丶
に
も
前
述
の
告
文
に
於
け
る
や
う
に
、
十
哲
と
い
ふ
も
の
が
芭
蕉
門
に
儼
存
す
る
口
吻
に
な
つ
て
ゐ
る
。
次
に
支
考
が



享
保

八
年
に
露
川

へ
途

つ
た
口
歌

(
露
川
責
)
の
串
に
、

　
　

惣
じ
て
蕉
門
の
十
哲
は
、
杉
風
・
去
來
は
實
情
を
寫
し
、
洒
堂
は
俗
話
を
あ
つ
か
ひ
、
許
六
は
こ
な
し
を
し
り
、
越
入
は
な
ぐ
り
を
得
て
、
故
翁
も

　
　

此
衆
中
の
は
た
ら
き
に
は
及
ば
ず
。
さ
れ
ど
其
人
を
宗
匠
に
す
れ
ば
、
百
韻
は
百
句
な
が
ら
面
々
の
一
樣
に
て
、
五
句
ツ
"
き
て
は
聞
に
く
し
。

と
云

つ
て
、
こ
れ
で
は
最
早
十
哲
と
し
て
五
人
を
指
示
し
來

つ
て
ゐ
て
、
彼
が
年
代
の
進
み
と
共
に
愈
よ
鋒
鋩
を
顯
は
し
來
る
こ
と
が
看

取
さ
れ
よ
う
。
之
に
對
し
て
露
川
が
翌
九
年
に
答

へ
た
相
楔
に
、
支
考
の
言
葉
を
受
け

て
十
哲
の
語
を
出
し
て
ゐ
る
が
、
こ
れ
は
參
考
に

役
立
た
な
い
か
ら
略
す

る
こ
と
と
し
て
、
支
考
は
享
保
十
年
の
十
論
爲
辨
抄
の

「
宗
匠
」
の
解
の
中
に
、

　
　

蕉
門
の
十
哲
も
、
或
は
風
雅
の
實
情
を
爲
し
、
或
は
滑
糟
の
談
笑
に
あ
そ
び
、
或
は
こ
な
し
を
こ
の
み
、
或
は
な
ぐ
り
を
お
ぼ
え
、
或
は
民
間
の
俗

　
　

話
を
あ
つ
か
ふ
に
咀
鰍
故
翁
も
及
ば
ぬ
上
手
あ
九
ど
も
、
滅
後
に
宗
匠
の
名
を
喚
が
た
き
は
、
彼

一
藝
の
上
手
な
れ
ば
也
。

と
云

つ
て
、
前
の
口
状
に
云
つ
た
こ
と
を
人
名
拔
き
の
も
の
に
し
て
彼
の
五
人
を
口
傳
と
し
て
ゐ
る
の
で
、
畢
竟

口
歌
中
の
も
の
と
同
樣

の
も

の
な
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
で
は
唯
支
考
の
性
癖
が
讀
ま
れ
る
だ
け
で
新
し
い
發
展
は
見
ら
れ
な
い
。
然
る
に
支
考
の
和
漢
文
操
中

の

「
通
夜
物
語
の
表
」
(
享
保
十

一
年
三
月
十
二
日
記
)
に
は
、

　
　

孔
門
に
匹
科
の
十
哲
あ
る
が
ご
と
く
、
武
陵
に
杉
風
●
嵐
蘭
あ
れ
ば
、
其
角
・
嵐
雪
は
國
の
勃
者
と
な
り
、
洛
陽
に
千
那

・
倫
白
あ
れ
ば
、
去
來
・

　
　

丈
艸
は
道
の
奉
行
と
な
り
て
、
筑
紫
の
浦
々
も
陸
奥
の
末
々
も
、
其
徳
を
し
た
は
ず
と
い
ふ
者
な
し
。

と
云

つ
て
、
こ
ゝ
に
は
八
人
を
擧
げ
來

つ
て
ゐ
る
。
こ
の
文
で
は
蕉
門
の
十
哲
を
直
接
に
は
云
は
な
い
が
間
接
に
は
云
つ
て
ゐ
る
譯
で
あ

り
、
そ
し
て
前
の
口
歌
で
は
五
人
を
指
示
し
て
ゐ
た
の
を
こ
」
で
は
獪
進
め
て
八
人
と
し
て
ゐ
る
譯
で
、
彼
が
年
代
の
進
み
と
共
に
愈
ム

態
度

を
進
め
て
行
く

こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。
そ
れ
と
共
に
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
彼
れ
の
擧
げ
來
る
人
物
が
不
確
定
性
を
持
つ

こ
と
で
、
告
文
に
擧
げ
て
ゐ
た
十
人
は
直
に
十
哲
と
し
て
指
さ
れ
て
ゐ
る
も
の
で
は
な
か
つ
た
け
れ
ど
も
而
も
或
點
ま
で
さ
う
匂
は
し
た



も
の
で
あ
つ
た
の
に
、
そ
の
後
の
口
歌
に
擧
げ
來

つ
た
五
人
は
そ

の
中
の
二
人
ま
で
が
告
文
の
十
人
中
に
は
見
え
な
い
も
の
で
あ
つ
た
。

こ
れ
は
獪
ど
う
と
も
論
明
の
附
く
も
の
と
し
て
も
.
確
か
に
十
哲
と
指
示
し
て
擧
げ
た
口
歌
中
の
五
人
と
こ
」
の
八
人
と
を
比
べ
眺
め
る

時

、
口
歌
の
五
人
中
の
洒
堂

・
許

六

∴
越
人
が
こ
ゝ
の
八
人
中
に
は
ゐ
な
い
の
で
、
若
し
こ
の
ど
ち
ら
を
も
事
實
と
す
る
な
ら
ば
十

一
哲
'

と
な
る
如
き
不
合
理
を
生
す
る
の
で
、
こ
の
點
か
ら
で
も
支
考
の
擧
げ
來
る
十
哲
の
入
物
は
不
確
定
性
の
も
の
で
あ

る
こ
と
が
明
か
で
あ

ら
う
。
而
も
彼
が
か
う
す
る
の
は
思
ふ
所
あ
つ
て
の
所
業
で
あ
ら
う
こ
と
も
明
か
で
、
要
す

る
に
彼
れ
の
擧
げ
來
る
人
物
は
そ
の
場
そ
の

時

の
都
合
に
よ
る
も
の
で
、
叉
斯
く
不
確
定
性
の
も
の
に
し
て
置
く
こ
と
が
彼
に
取

つ
て
必
要
事
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
叉
彼
は

斯
く
八
人
ま
で
は
擧
げ
て
も
全
十
人
と
し
て
擧
げ
る
こ
と
は

一
度
も
し
て
ゐ
な
い
の
で
あ
る
。
今
こ
の
場
合
で
云
つ
て
見
る
と
、
八
人
を

擧
げ

て
二
人
不
足
に
し
て
ゐ
る
所
に
意
味
深
長
な
も
の
が
あ
る
と
思
は
れ
る
の
で
、
即
ち
不
足
さ
し
た
二
人
の
中
に
乃
公
自
ら
を
擬
し
匂

は
し
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考

へ
し
め
ら
れ
る
か
と
思

ふ
の
で
あ
る
。
特
に
こ
の

「
通
夜
物
語
の
表
」
で
は
、
支
考
自
ら
徳
行

・
文

學

・
言
語
の
三
科
1
ー
孔
門
十
哲
の
四
科
中
政
事
を
除
い
た
他
の
三
科
で
あ
る
ー

を
兼
具
す
る
者
と
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
巧
み

に
婉
曲
に
乃
公
自
ら
を
十
哲
中
の

一
人
に
擬
し
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
殆
ど
自
明
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
、
斯
く
し
て
、
に
く
き
ま

で
巧
み
な
彼
れ
の
方
策
は
、
彼
れ
の
苦
手
で
あ
つ
た
越
人
と
の
間
に
交
は
さ
れ
た
有
名
な
論
戦
に
於
て
掉
尾
の
相
を

示
し
て
ゐ
る
.
そ
れ

は
越
人
の
方
の
も
の
を
通
し
て
見
ら
れ
る
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
畢
竜
陰
が
陽
の
方
面
で
見
ら
れ
る
意
味
の
も
の
で
、
實
は
陰
の
方
面

の
支
考
を
忖
度
せ
し
め
る
も
の
に
外
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
支
考
の
削
か
け
の
返
事
に
對
す

る
駁
論
と
し
て
越
人
が
書

き
途
つ
た
享
保
十
四

年

の
猪
の
早
太
に
、

　
　

蕉
門
の
十
大
弟
子
が
第
三
の
位
を
知
ら
ず
、
貴
房
も
獪
遠
慮
あ
り
て
表
に
月
を
せ
ぬ
對
に
、
第
三
な
し
の
表
を
も
後
代
の
笑
ぐ
さ
に
て
雍
立
可
ソ然

　
　

候
。



と
云
つ
て
ゐ
る
が
、
へ鸛
振
罫
膓
胡
僑
饕
襞
黎
螺
ぺ
欝
華
舗
蠕
講
籬
欝
鑼
黎
攣
ガ
縦
嬲
鰰
票
菱
戞
嬉
驚
嫐
擺
慕
黎
鋩
紫

ロ
肛
働
蹄
鷺
凝
祉
ど
ぼ
麺
囃
磁
⑩
棚
磁
)、
こ
れ
で
は
越
人
を
越
人
自
身
の
方
で
蕉
門
の
十
大
弟
子
と
云
つ
て
ゐ
る
こ
と
に
な
る
。
然

る
に
削
か
け
の
返

事
に
直
接
蕉
門
の
十
大
弟
子
な
ど
云
ふ
こ
と
を
云
つ
て
ゐ
は
し
な
い
の
に
、
越
人
の
方
が
か
う
云
ひ
出
し
て
ゐ
る
の
で
、
こ
の
邊
の
事
情

を
忖
度
し
て
見
る
と
、
支
考
が
別
に
書
簡
で
か
口
頭
で
か
で
越
人
に
對
し
て
貴
公
は
蕉
門
十
哲
の

一
人
だ
と
云
つ
た

こ
と
が
あ
る
と
し
な

け
れ
ば
、
越
人
の
方
で
か
う
云
ひ
出
し
て
ゐ
る
こ
と
が
解
釋
が
つ
か
な
い
の
で
あ
る
。
即
ち
こ
」
に
十
哲
に
つ
い
て
の
支
考
の
方
策
が
窺

は
れ

る
譯
で
、
支
考
の
か
う
し
た
行
き
方
は
恐
ら
く
獨
り
越
人
の
み
に
對
し
て
穿
は
な
く
て
、
必
要
を
感
す
る
他
の
芭
蕉
直
弟
の
某
々
に

對
し

て
も
同
樣
に
用
ひ
た
で
あ
ら
う
こ
と
が
忖
度
に
難
く
な
か
ら
う
と
思
は
れ
る
。
叉
猪
の
早
太
に
、

　
　

扱
蕉
門
十
大
弟
子
の
事
、
貴
房
は
自
阿
難
に
比
す
る
と
見

へ
た
り
。
是
は
御
遠
慮
し
か
る
べ
し
。
第

一
蕉
門
の
主
意
を
知
ら
で
手
前
ぼ
め
の
阿
難
の

　
　

撰
述
、
疲
馬
に
荷
が
過
ギ
中
候
。

と
云
つ
て
ゐ
る
が
、
こ
れ
は
削
か
け
の
返
事
に
十
論
十
段
に
つ
い
て

「
は
じ
め
て
俳
諧
の
新
論
な
る
を
や
」
と
云
つ
て
、

　
　

惣
じ
て
釋
迦
の
五
千
卷
も
、
畢
鉢
羅
窟
の
戸
を
し
め
て
、
十
大
弟
子
を
證
人
に
阿
難
二
人
の
撰
述
な
り
。

昌と
云
つ
て
ゐ
る
の
に
對
し
て
云
つ
た
の
で
、
削
か
け
の
返
事
の
方
で
は
、
支
考
が
自
己
の
撰
述
を
單
に
釋
迦
の
十
大
弟

子
中
の
阿
難
の
そ

れ
に
比
し
た
だ
け
で
あ
る
の
に
、
越
人
の
方
で
之
を
蕉
門
十
哲
に
結
び
つ
け
來
つ
て
ゐ
る
譯
で
、
越
人

の
方
が
か
う
し
て
ゐ
る
の
に
は
支

考

の
方
に
何
か
か
う
せ
ら
る
べ
き
理
由
が
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
か
う
せ
ら
れ
る
筈
は
な
い
譯
で
あ
る
。
こ
の
事
情
を
輕
く
考

へ
て
見
れ
ば
、

上
來
見

て
來
た
や
う
な
も
の
ど
も
に
於
け
る
支
考
の
態
度
に
よ
つ
て
越
人
が
支
考
自
ら
暗
に
十
哲
の

一
人
に
擬
し
て
ゐ
る
と
看
破
し
た
か

ら

の
こ
と
Σ
見
る
べ
き
で
あ
ら
う
が
、
併
し
又
支
考
は
筆
で
こ
そ
自
己
を
十
哲
に
擬
す
る
こ
と
を
あ
ら
は
に
は
し
な
い
も
の
」
、
口
で
は

自
己
を
十
哲
に
擬
す
る
こ
と
を
し
て
ゐ
た
か
も
知
れ
す
叉
し
て
ゐ
た
と
考

へ
る
方
が
眞
實
を
得
た
も
の
か
と
思
は
れ

る
の
で
、
若
し
さ
う



で
あ
つ
た
ら
、
そ
れ
が
越
人
の
耳

へ
も
入
つ
て
ゐ
た
結
果
こ
Σ
に
か
う
云
ぴ
出
し
た
も
の
と
云
ふ
こ
と
に
な
ら
う
。

こ
れ
は
固
よ
り
推
定

に
過
ぎ
な
い
け
れ
ど
も
、
か
う
し
た
推
定
が
十
分
許
さ
れ
る
と
共
に
寧
ろ
有
力
な
る
.〈、き
こ
と
を
思
は
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
で
許
六
及
び
支
考
の
十
哲
資
料
を
見
了
つ
た
の
で
あ
る
。
度
數
に
於
て
許
六
は
少
な
く
支
考
は
多

い
が
、
そ
れ
は
許
六
は
正
徳
五

年

に
歿
し
支
考
は
享
保
十
六
年
に
殿
し
て
ゐ
る
か
ら
の
こ
と
で
、
特
に
問
題
に
す
べ
き
で
は
な
い
。
兎
に
角
十
哲
を
高
唱
し
て
ゐ
る
の
は
、

芭
蕉
の
直
門
で
は
不
思
議
に
も
許
六
と
支
考
と
の
二
人
の
み
で
、
從

つ
て
こ
の
二
人
が
疑
問
を
向
け
ら
る
べ
き
人
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ

の
中
許
六
の
方
が
早
く
て
支
考
の
方
は

稍
、
遲
れ
て
ゐ
る
が
、
こ
の
二
人
者
の
蕉
門
十
哲
な
る
も
の
に
於
け
る
關
係
は
ど
う
見
ら
る
べ
き

で
あ
ら
う
か
。

　

最
初
に
云
つ
た
や
う
に
、
許
六
の
文
の
様
子
で
見
る
と
、
誰
々
が
蕉
門
の
十
哲
だ
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
が
既
に
元
祿
の
末
頃
に
云
ひ
出

さ
れ
て
ゐ
た
や
う
で
あ
る
。
併
し
そ
れ
が
誰
々
と
誰
々
と
い
ふ
や
う
な
固
定
的
不
動
的
な
も
の
で
は
な
く
叉
固
定
的
不
動
的
な
も
の
に
も

な

ら
な
か
つ
た
こ
と
は
、
固
定
的
た
十
入
が
更
に
見
え
て
ゐ
な
い
上
に
い
ろ
く

と
拔
き
差
し
さ
れ
て
ゐ
る
事
實
か
ら
さ
う
認
め
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
斯
く
固
定
的
な
も
の
と
は
た
ら
す
叉
固
定
的
な
も
の
に
な
し
得
な
か
つ
た
の
は
、
選
定
に
漏
れ
た
者
の
思
は
く
に
對
す
る
恐

れ
と
自
己
が
選
定
者
と
な
れ
ば
自
己
を
加

へ
難
く
な
る
こ
と
と
の
爲
に
、
進
ん
で
選
定
者
と
な
る
人
が
あ
り
に
く
「か

つ
た
か
ら
で
は
あ
る

ま

い
か
と
思
は
れ
る
。
事
實
に
於
て
許
六
も
支
考
も

一
二
人
或
は
不
足
數
に
於
て
な
ら
ば
選
定
が
ま
し
い
態
度
を
見

せ
て
ゐ
る
が
、
而
も

途

に
全
數
の
固
定
的
な
選
定
を
敢

へ
て
し
得
す
に
ゐ
る
の
で
あ
る
。
斯
く
て
支
考
の
如
ぎ
は
、
こ
の
選
定
難
を
利
用

し
て
臨
機
應
蠻
の
摘

.選
を
な
し
て
有
資
格
者
に
對
す
る
思
は
せ
ぶ
り
や
自
己
を
擬
す
る
こ
と
な
ど
に
役
立
て
N
ゐ
る
と
思
は
れ
る
の
で
あ
る
。
か
う
し
た
事
情

で
、
十
哲
は
名
あ
つ
て
而
も
人
の
未
決
定
な
も
の
と
し
て
殘
つ

た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
な
ら
、
こ
の
十
哲
と
い
ふ
こ
と
の
發
唱
者
は
抑
も

誰

で
あ
つ
た
の
で
あ
ら
う
か
。



　

十
哲
の
發
唱
者
と
し
て
は
、
十
哲
を
云
爲
す
る
こ
と
の
早
い
許

六
が
先
づ
問
題
と
な
る
で
あ
ら
う
。
併
し
な
が
ら
、
許
六
の
最
初
の
書

き
振
で
見
る
と
、
直
に
許
六
を
以
て
十
哲
の
發
唱
者
と
定
め
難
い
所
が
あ
る
の
で
、
こ
の
點
か
ら
十
哲
を
云
爲
す
る
こ
と
の
最
初
の
人
た

る
の
故
を
以
て
許
六
を
發
唱
者
と
定
め
る
こ
と
は
早
計
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
の
で
あ
る
。
他
面
か
ら
云

へ
ば
、
許
六
の
あ
の
文
の
樣
子

で
は
、
許
六
以
外
の
人
に
よ
つ
て
十
哲
と
い
ふ
こ
と
が
云
ひ
萬
さ
れ
て
ゐ
た
と
見

て
不
都
合
は
な
い
の
「で
あ
る
。
そ
れ
故
私
は
許
六
を
嚴

格
な
意
味
に
於
け
る
發
唱
者
と
定
め
切
る
こ
と
は
出
來
に
く
い
と
思
ふ
の
で
、
寧
ろ
發
唱
者
は
他
に
あ
つ
た
か
も
知
れ
ぬ
と
し
、
許
六
を

そ
れ
に
封
す
る
最
も
早
い
是
認
者
と
見
て
置
く
こ
と
が
最
も
穩
健

で
は
あ
る
ま
い
か
と
思
ふ
の
で
あ
る
。
尤
も
か
う
し
た
論
が
立
ち
得
る

か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
は
許
六
と
支
考
と
の
關
係
を
考

へ
る
と
、
許
六
は
十
哲

の
最
も
早
い
記
載
者
で
は
あ
る
が
、
而
も
そ
れ
は
支
考
よ

り
足
掛
三
年
前
の
こ
と
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
位
の
相
異
を
以
て
許
六
の
み
を
最
も
早
い
是
認
者
と
見
る
こ
と
は
ど
う
で
あ

ら
う
、
獪
云

へ
ぱ
、
率
直
な
許
六
と
巧
獪
な
支
考
と
で
あ
る
か
ら
、
許
六
は
先
走
り
を
さ
せ
ら
れ
支
考
は
後
廻
り
を
し
た
も
の
と
見
ら
れ

な

い
こ
と
は
な
い
か
ら
少
な
く
と
も
二
人
者
を
同
等
の
も
の
と
見
る
べ
き
で
は
な
か
ら
う
か
と
の
説
が
立
ち
得
る
か
も
知
れ
な

い
が
、
併

し
か
う
し
た
論
は
、
何
等
か
之
を
可
能
づ
け
る
も
の
」
な

い
限
り
想
像
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
與

へ
ら
れ
た
資
料
に
よ
つ
て
は
、

や
は
り
許
六
を
以
て
先
行
の
是
認
者
と
見
て
置
く
よ
り
外
あ
る
ま
い
と
思
は
れ
る
。
既
に
述
べ
た
白
雄
夜
話
の

「
糟
粕
」
の
項
に
は
、

　
　

風
俗
文
選
は
、
す
べ
て
集
ぶ
り
か
ら
國
の
文
選
に
比
し
て
、
撰
者
の
心
深
き
に
似
た
り
。
宣
王
の
高
弟
に
比
し
て
十
哲
と
い
ひ
出
し
た
る
人
の
心
い

　
　

よ
く

淺
し
。
み
な
糟
粕
也
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

、

と
云
つ
て
ゐ
て
、
白
雄
の
意
は
、
文
に
は
單
に
宣
王
の
高
弟
と
の
み
し
か
云
つ
て
ゐ
な

い
け
れ
ど
も
、
實
は
風
俗
文
選
の

「
去
來
ガ
誄
」

及
び
「
師
,論
」
の
二
篇
を
以
て
十
哲
の
發
唱
と
見
、
そ
の
作
者
許
六
を
發
唱
者
と
見
る
も
の
と
思
は
れ
る
が
、
そ
れ
は
支
考
方
面
の
資
料

を
檢
討
し
て
の
上
の
こ
と
か
ど
う
か
に
拘
ら
す
、
事
實
許
六
の
二
篇
が
最
も
早
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
白
雄
の
こ
の
説
は
當
つ
て
ゐ
る
と



云
つ
て
よ
い
。
唯
發
唱
者
を
是
認
者
と
改
訂
す

る
こ
と
を
必
要
と
す
る
だ
け
で
あ
る
。

　
蕉
門
十
哲
は
、
こ
N
に
白
雄
も
云
ひ
又
前
に
も
逑
べ
た
や
う
に
、
孔
門
の
十
哲
の
轉
用
で
あ
る
こ
と
は
自
明
で
あ
る
が
、
こ
の
轉
用
の

着
想
の
誘
縁
と
な
つ
た
か
も
知
れ
ぬ
と
思
は
れ
る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
去
來
の
族
寐
論

(ゴ
轍
肝
)
の
自
序
で
、
同
序
に
、

　
　

我
蕉
門
に
年
ひ
さ
し
き
故
に
、
虚
名
高
し
と
い
へ
ど
も
、
句
に
お
ゐ
て
、
そ
の
靜
な
る
事
丈
草
に
及
ば
ず
、
そ
の
は
な
や
か
な
る
こ
と
其
角
に
及
ば

　
　

ず
、
輕
き
事
野
坡
に
及
ば
ず
、
仇
な
る
事
土
芳
に
及
ば
ず
、
巧
な
る
事
正
秀
に
及
が
た
し
。
曲
翠

●
牛
殘

・
野
水
・
越
人

・
洒
堂
が
輩
、
今
こ
の
道

　

　

に
ほ
こ
ら
ず

と
い

へ
ど
も
、
を

の
く

恐
る
べ
き

一
す
ぢ
あ
り
。

と
あ
つ
て
、
こ
れ
に
人
數
が
丁
度
十
人
選
ば
れ
て
ゐ
る
の
で
、
こ
れ
が
十
哲
着
想
の
誘
縁
を
な
し
た
か
も
知
れ
ぬ
と
見
ら
れ
な

い
こ
と
は

な
い
で
あ
ら
う
。
併
し
之
を
肯
定
す
べ
き
積
極
的
の
資
料
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
唯
か
う
で
あ
つ
た
か
も
知
れ

ぬ
と
い
ふ
こ
と
以
上
に

出
で
得
な
い
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。

　

以
上
に
於
て
十
哲
に
於
け
る
許
六
の
關
係
を
定
め
た
が
、
そ
れ
な
ら
支
考
は
ど
う
見
ら
る
べ
き
で
あ
る
か
。
許
六
を
前
述
の
如
く
見
る

と
す
れ
ば
、
支
考
は
第
二
の
是
認
者
で
あ
る
と
共
に
熾
烈
な
利
用
者
で
あ

つ
た
と
見
ら
る
べ
き
で
あ
ら
う
。
許
六
は
支
考
か
ら
十
哲
の

一

人
と
指
示
さ
れ
た
に
拘
ら
す
、
自
分
自
身
.十
哲
の

一
人
と
匂
は
せ
る
如
き
態
度
は
取
つ
て
ゐ
な
い
が
、
支
考
に
至

つ
て
は
巧
み
に
之
を
匂

は
せ
、
又
さ
う
匂
は
せ
る
こ
と
が
彼
れ
の
十
哲
宣
傳
の
主
目
的
で
あ
つ
た
か
の
や
う
に
見
え
る
。
そ
れ
に
は
他
を
利
用
し
他
を
揚
げ
、
さ

う
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
自
己
を
も
同

一
線
上
に
揚
げ
よ
う
と
す
る
の
で
、
そ
の
巧
妙
な
こ
と
は
特
に
越
人
に
對
す

る
態
度
に
於
て
看
取
さ

れ
る
や
う
で
あ
る
。
彼
が
越
人
に
對
し
て

一
面
師
門
勘
當
を
云
ひ
ふ
ら
し

一
面
十
哲
に
擬
し
ま
た
連
座
を
需
め
る
な
ど
、
表
裏
兩
面
の
手

段
を
取
り
過
ぎ
た
爲
に
途
に
利
用
し
そ
こ
ね
た
形
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
拘
ら
す
、
彼
か
ら
十
哲
の

一
人
に
擬

せ
ら
れ
た
越
人
は
、
そ
れ

が
ま
ん
ざ
ら
で
も
な
か
つ
た
ら
し
い
け
ぶ
り
が
見
え
、
そ
の
爲
か
支
考
の
十
哲
宣
傅
ー

そ
れ
は
自
ら
爲
に
す

る
策
謀
的
宣
傳
で
あ
つ
た



に
拘
ら
す
ー

を
攻
撃
す
る
こ
と
を
し
て
ゐ
な
い
の
で
、
こ
ゝ
に
支
考
の
越
人
に
對
す
る
幾
分
の
奏
效
が
認
め
ら
れ
な

い
で
は
な
い
の
で
.

あ

る
。
,支
考
は
前
述
の
如
く
自
己
の
十
哲
參
入
を
企
圖
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
の
み
で
は
な
く
、
自
己
の
門
人
に
も

十
哲
の
成
立
を
希

求
し
た
の
で
は
な
い
か
の
疑
あ
る
資
料
が
あ
る
。
彼
れ
の
和
漢
文
操
中
、
彼
れ
の
高
弟
で
獅
子
庵
二
世
を
も
嗣

い
だ
廬

元
坊
里
紅
の

「師
、

走

の
朝
寢
」
の
評
に
於
て
、

　
　

作
者
ハ
獅
門
ノ
十
哲
ニ
シ
テ
、

と
云
つ
て
ゐ
る
の
は
ど
う
し
た
意
味
で
あ
ら
う
か
。
よ
し
假
設
的
な
稱
呼
で
あ
る
に
し
て
も
か
う
し
た
言
葉
を
出
し

て
來
る
の
は
、
獅
門

に
も
十
哲
選
定
の
希
求
心
を
煽
ら
う
が
爲
の
誘
ひ
と
も
見
ら
れ
な
い
で
は
な
い
で
あ
ら
う
。
そ
れ
は
兎
に
角
、
蕉
門

十
哲
に
關
し
て
支
考

の
み
を
眺
め
る
と
、
十
哲
の
宣
傳
の
み
な
ら
す
そ
の
發
唱
も
凡
て
支
考
の
所
業
な
る
か
の
や
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
が
、
上
來
見
來
つ
た

資
料
の
上
か
ら
云

へ
ば
、
支
考
を
發
唱
者
と
見
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
許
六
も
獪
之
を
發
唱
者

と
見
る
こ
と
は
疑
問

と
す
べ
き
で
あ

つ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
　

支
考

以
後

の
蕉

門
十

哲

　

「
蕉
門
十
哲
の
動
搖
」
の
章
に
逋
べ
た
所
は
、
時
期
か
ら
云
へ
ば
江
戸
時
代
の
後
期
に
屬
す

る
。
か
う
な
つ
て
ゐ
る
の
は
、
蕉
門
十
哲
.

を
揚
げ
る
も
の
ゝ
管
見
に
入
つ
た
も
の
は
凡
て
こ
の
時
期
の
も
の
の
み
で
、
江
戸
時
代
前
期
に
於
て
は
管
見
に
入
る
も
の
が

一
も
な
か

つ

た
か
ら
で
あ
る
。
併
し
江
戸
時
代
前
期
1
ー
適
當
に
云
へ
ば
江
戸
時
代
前
期
中
支
考
以
後
の
時
期
に
於
て
も
、
蕉
門
十
哲
に
關
す
る
記
載

が
な
い
譯
で
は
な
い
の
で
、
中
に
は
重
要
な
意
義
を
持
つ
も
の
も
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
茲
に
は
そ
れ
等
に
つ
い
て
論
述
す
る
。
見
落
し

も
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
が
、
そ
れ
等
は
識
者
の
指
示
と
後
日
の
探
求
と
に
俟
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
兎
に
角
こ
の
章
に
述

べ
る
所
は

「
蕉
門



十
哲
の
動
搖
」
の
章
に
述
べ
た
所
に
接
續
す

べ
き
も
の
で
あ
る
。

　

野
坡
門
の
|九
十
九
《
く
ユ
く
》

庵
風
之
の
誹
諧
耳
底
記
中
の
記
事
は
、
私
に
は
蕉
門
十
哲
の
考
察
上
重
要
な
意
義
を
持
つ
も
の
と
思
は
れ
る
、
誹
諧

耳
底
記
は
風
之
の
遺
著
で
著
作
年
時
が
明
か
に
知
ら
れ
な
い
が
、
風
之
は
支
考
よ
り
二
十
三
歳
の
年
少
で
、
延
享
四
年
に
歿
し
て
ゐ
る
か

ち
、
支
考
の
殿
時
よ
り
十
七
年
後
に
殿
し
た
こ
と
に
な
り
、
享
年
は
六
十

一
歳
で
あ
つ
た
。
支
考
と
は
か
う
し
た
年
代
上
の
關
係
に
立
つ

風
之
で
あ
る
か
ら
、
耳
底
記
中
の
蕉
門
十
哲
關
係
の
記
事
は
頗
る
重
要
な
意
義
を
持
つ
。
耳
底
記
の
中

に
芭
蕉
直
門

の
優
れ
た
人
々
を
鳥

に
譬

へ
て
批
評
し
て
ゐ
る
所
が
あ
つ
て
、
そ
の
中
稍
、長
い
批
評
を
加

へ
て
ゐ
る
の
は
、

　
　
其
角
　
　
許
六
　
　
支
考
　
　
惟
然
　
　
杉
風
　
　
去
來
　
　
丈
艸
　
　
野
坡

の
八
人
、
唯

一
句
宛
で
擧
げ
て
ゐ
る
の
は
、

　
　
正
秀
　
　
土
芳
　
　
千
那
　
　
桃
隣
　
　
嵐
雪

の
五
人
で
、
以
上
都
合
十
三
入
で
あ
る
。
然
る
に
こ
の
中
支
考
を
評
す
る
所
に
、

　
　

嘴
か
し
こ
く
俳
書
數
篇
に
滑
稽
を
囀
り
、
一
ッ
の
門
を
建
立
し
て
、
十
哲
と
い
は
れ
し
そ
の
中
に
し
も
、
わ
け
て
俗
談
卆
話
の
得
手
と
呼
れ
け
れ
ど

　
　

も
、

と
云
ひ
、
叉
、

　
　

句
は
ほ
ど
け
過
て
も
、
蕉
門
十
八
の
内
の
一
八
の
作
者
な
り
。

と
云
つ
そ

ゐ
る
の
で
、
こ
れ
に
據
る
と
、
風
之
の
時
代
に
は
少
な
く
と
も
支
考
を
十
哲
中
の

一
人
と
す
る
論
の
あ
つ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

然

る
に
上
述
の
十
三
人
を
批
評
し
絡
つ
た
所
に
、
|結
《
り
》

論
的
な
形
で
、

　
　

蕉
門
に
十
の
鳥
あ
れ
ど
も
、
道
に
か
た
ひ
た
る
は
唯
二
羽
三
羽
に
は
過
ず
。



と
云

つ
て
ゐ
て
、
こ
の

「
十
の
鳥
」
は
十
哲
を
意
味
す
る
こ
と
は
勿
論
で
、
而
も
そ
の
中
道
に
叶
つ
た
人
は
二
三
人
で
あ
る
と
判
定
し
て

ゐ
る
の
は
、
或
確
定
さ
れ
た
十
哲
が
あ
つ
て
ビ
な
け
れ
ば
有
り
得
な
い
こ
と
な
の
で
、
こ
の
點
か
ら
風
之
の
時
代
に
既

に
確
定
さ
れ
た

一

種
の
十
哲
の
成
立
し
て
ゐ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
と
思
ふ
。
且
叉
、
十
三
人
に
對
す
る
風
之
の
批
評
振
を
見
る
と
、
褒
貶
兩
樣
の
も
の
に
な

つ
て
ゐ
て
、
眞

に
褒
め
て
ゐ
る
の
は
野
坡

・
去
來

・
丈
艸

の
三
人
で
、
杉
風
は
頗
る
簡
單
な
が
ら
悪
く
は
云
つ
て
ゐ
な
い
。
さ
れ
ば
十
哲

中
道

に
叶
つ
た
人
は
二
三
人
で
あ
る
と
い
ふ
の
と
十
三
人
に
對
す
る
批
評
振
と
が
大
體

一
致
し
て
ゐ
る
譯
で
、
從

つ
て
擧
げ
て
ゐ
る
十
三

人
中
に
風
之
の
意
味
す
る
十
哲
の
籠
つ
て
ゐ
る
べ
き
事
は
想
像
に
難
く
な
い
で
あ
ら
う
。
そ
れ
な
ら
風
之
の
意
味
す
る
十
哲
は
十
三
人
中

　
　

`

誰
々
で
あ
る
か
を
探
求
し
て
見
る
と
、

稍
塗
長
い
批
評
を
加

へ
て
ゐ
る
八
人
を
先
づ
そ
れ
と
認
め
得
る
で
あ
ら
う
。
そ
れ
に
殘
り
五
人
の

中
嵐
雪
は
漏
れ
な
い
人
で
あ
ら
う
。
(「
雪
中
に
鳴
嵐
と
い
ふ
名
鳥
も
あ
り
」
の

一
句
で
片
づ
け

て
ゐ
る
の
は
、
多
く
云
ふ
必
要
を
感
じ
な

か
つ
た
ま
で
で
あ
ら
う
)
。
唯
殘
り
の
桃
隣

・
千
那

・
土
芳

・
正
秀
四
人
の
中
誰
が
最
後

の

一
人
と
し
て
選
ば
る
べ
き
か
は
定
め
難
い
の

で
あ
る
。
然
る
に
以
上
定
め
て
見
た
九
人
は
第

一
章
で
述
べ
た
干
當
の
關
清
水
物
語
中
の
も
の
に

一
致
し
て
ゐ
る
。
そ
し
て
桃
隣
以
下
の

四
人
中
か
ら
土
芳
を
選
ん
で
之
に
加

へ
る
な
ら
ば
、
是
等
都
合
十
人
が
關
清
水
物
語
中

の
十
哲
に
全
然

一
致
す
る
の
で
あ
る
。
關
清
水
物

語
の
十
哲
記
事
は
、
後
に
述
べ
る
五
明
の
小
夜
話
に
關
係
を
持
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
小
夜
話
は
九
人
を
擧
げ
關

清
水
物
語
は
十
人
を
擧
げ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
關
清
水
物
語
の
十
哲
は
、
于
當
の
追
加
で
な
い
限
り
何
か
小
夜
話
以
外

の
先
行
物
が
あ
つ

た
こ
と
に
な
る
。
關
清
水
物
語
は
耳
底
記
と
は
可
な
り
時
代

の
隔
た
り
を
持

つ
け
れ
ど
も
、
關
清
水
物
語
の
十
哲
は
、
耳
底
記
時
代
の
何

物
か
を
直
接
に
か
或
は
中
間
物
を
介
し
て
か
先
行
物
と
す
る
か
も
知
れ
な
い
の
で
あ
る
。
い
つ
れ
に
し
て
も
土
芳
を
加

へ
て
定
め
て
見
る

耳
底
記
の
十
人
が
關
清
水
物
語
の
十
哲
に

一
致
す
る
點
か
ら
、
耳
底
記
時
代
に
か
う
し
た
十
哲
の
成
立
し
て
ゐ
た
可
能
を
十
分
考

へ
得
る

で
あ
ら
う
。
或

は
さ
う
で
な
く
て
も
土
芳

・
桃
隣

・
千
那

・
正
秀
の
中
の
一
人

の
加
つ
た
十
哲
の
成
立
し
て
ゐ
た
る
べ
き
こ
と
を
認
め
得



る
で
あ
ら
う
。
以
上
の
如
く
考

へ
得
る
な
ら
ば
、
風
之
の
時
代
に
は
既
に
或
確
定
さ
れ
た
十
哲
が
成
立
し
て
ゐ
た
こ
と
に
な
り
、
そ
し
て

そ
れ
が
事
に
よ
れ
ば
支
考
の
晩
年
で
で
も
あ
り
得
る
こ
と
に
な
り
、
而
も
風
之
が
野
坡
門
で
支
考
を
悪
く
批
評
し
て
ゐ
る
に
拘
ら
す
、
支

考
が
こ
の
十
哲

の
中
に
加
つ
て
ゐ
る
點
か
ら
支
考

の
自
己
宣
傳
が
い
し
く
も
奏
效
し
て
ゐ
る
こ
と
を
思
は
し
め
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。

　

伊
勢
山
田
の
幾
曉
庵
雲
蝶
は
、
風
之
よ
り
十
年
後
れ
て
寳
暦
六
年
に
殿
し
て
ゐ
る
が
、
そ
の
据
岬
ゆ
り
の
集

(寛
延
四

年
跋

)
の
寛
延
三
年
の
條

に
、

　
　

詛
翕
滅
後
時
う
つ
り
て
、
十
哲
十
道
に
意
地
を
立
て
、
我
他
彼
此
と
な
り
し
を
、
凉
乙
二
傑
の
曲
節
を
交

へ
て
、
新
百
韻
と
い
ふ
集
に
正
風
一
新

一

　
　

統
せ
り
。

と
云
つ
て
ゐ
る
。
文
中
に
い
ふ
新
百
韻
は
、
元
祿
十

一
年
出
版

の
團
友

(
翌
年
頃
か
ら
凉
菟
と
い
ふ
)
・
乙
由

・
支
考

そ

の
他

の
七
吟
百

韻
の

粥
新
百
韻
で
あ
る
。
さ
れ
ば
雲
蝶
の
こ
の
書
き
振
に
よ
る
と
、
芭
蕉
元
祿
七
年
殿
後
新
百
韻
以
前
、
即
ち
芭
蕉

妓
後
僅
か
五
年
間
の

間
に
十
哲
が
十
道
に
意
地
を
立
て
た
こ
と
に
な
る
。
若
し
さ
う
と
す
る
と
、
蕉
門
十
哲
と
い
ふ
こ
と
が
芭
蕉
殿
後
直

に
云
ひ
出
さ
れ
た
か
、

或

は
事
に
よ
る
と
芭
蕉
の
晩
年
頃
に
は
既
に
云
ひ
出
さ
れ
て
ゐ
た
こ
と
に
も
な
り
蓑
ね
な
い
。
事
實
か
う
し
た
こ
と

で
あ
つ
た
ら
、
寳
永

元
年
の
許
六
の

「
去
來
ガ
誄
」
以
前
の
も
の
に
蕉
門
十
哲
と
い
ふ
こ
と
が

一
寸
で
も
見
え
さ
う
な
も
の
で
あ
る
の
に
、
更
に
そ
れ
が
な
く
、

そ
れ
は
兎
も
角
と
し
て
も
、
上
來
考

へ
來

つ
た
所
と
餘
り
に
も
時
期
及
び
事
實
が
懸
け
離
れ
た
も
の
に
な
る
。
そ
れ
で
あ
る
か
ら
、
雲
蝶

の
こ
の
記
事
は
、
十
分
な
調
査
乃
至
反
省
な
し
に
つ
い
筆
が
滑
つ
た
種
類
の
も
の
と
認
む
べ
き
で
、

一
種
の
誤
記
と
し
て
閑
却
し
て
置

い

て
よ
い
も
の
と
云

へ
る
で
あ
ら
う
。

　
鳥
明
編
の
鳥
醉
先
師
懷
王
抄
は
、
そ
の
自
敍
に
よ
る
と
、
鳥
醉
の
草
稿
を
蒐
め
た
も
の
で
前
書
も
元
の
ま
」
の
も

の
で
あ
る
こ
と
が
知

ら
れ
る
が

(
整
理
上
補
記
改
字
を
全
然
し
な
か
つ
た
と
は
定
め
難
い
が
)、
同
抄
中
に
、



　
　

黼
蜘
咽
塀
み
つ
う
み
を
木
の
間
に
分
て
墓
凉
し

と
あ
る
も
の
が
あ
ゐ
。
私
は
ま
だ
鳥
醉
の
こ
の
句
の
他
書
中
の
存
在
を
知
り
得

て
居
ら
ぬ
の
で
、

【こ
の
句
が
い
つ
詠
ま
れ
た
も
の
か
前
書

も
元
の
ま
ゝ
の
竜
の
か
を
確
か
め
得
な
い
け
れ
ど
も
、
延
享
三
年
に
師
柳
居
に
隨
行
し
て
京
洛

へ
族
行
し
た
時
の
作
か
或
は
簧
暦
六
年
に

上
洛
し
夜
時
の
作
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
い
つ
れ
で
あ
つ
た
に
拘
ら
す
龍
が
岡
の
墓
地
を

「
十
哲
葬
し
地
」
と
云
つ

・て
ゐ
る

こ
と
が
注
意
を
煮
き
、
こ
の
前
書
が
鳥
醉
の
柎
し
て
置
い
た
も
の
で
あ
つ
た
ら
延
享
三
年
乃
至
實
暦
六
年

の
も

の
か
、
少
な
く
と

も
鳥

醉
歿
時

の
明
和
六
年
以
前
の
も
の
で
は
あ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
故
こ
x
に
之
を

一
考
し
て
置
く
こ
と
に
す
る
の
で
あ
る
が
、
龍
が

岡

の
墓
地
に
は
彼
此
の
俳
人
の
葬
ら
れ
て
ゐ
る
中
、
丈
艸

・
正
秀

・
東
華
坊
等

の
葬
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
そ
の
外
十
哲
に

關
係

の
あ
り
さ
う
な
人
の
葬
ら
れ
て
ゐ
る
か
ど
う
か
を
私
は
知
り
得
な
い
。
そ
れ
で
こ
の
前
書
に
十
哲
と
云
つ
て
ゐ
る
の
は
、
十
哲

の
中

の
或
人
々
の
意

で
は
な
い
か
と
思
ふ
の
で
、
さ
う
と
す
る
と
少
な
く
と
も
上
記
の
三
人
を
指
す

こ
と
に
な
る
。
然
る
に
上
記
め
三
人
が
十

哲
と
さ
れ
る
も
の
ゝ
中
で
あ
る
こ
と
を
知
り
得
る
だ
け
で
も

一
種
の
十
哲
を
知
り
得
る
の
で
、
帥
ち
第

一
章
に
擧
げ
た
各
種
の
十
哲
を
見

る
と
、
丈
艸
は
そ
の
い
つ
れ
に
も
加
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
支
考
は
そ
の
中
の

一
種

に
は
加
つ
て
居
ら
す
、
正
秀

は
各
種
の
い
つ
れ
に

も
加

つ
て
ゐ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
乂
に
知
り
得
る
十
哲
は
、
既
に
知
ら
れ
た
各
種

の
十
哲
以
外
の
も
の
で
、
正
秀

の
加
つ
た

一
種

の

十
哲

で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
尤
も
鳥
醉
は
強
ち
三
人
を
意
味
し
た
譯
で
は
あ
る
ま
い
、
丈
艸

・
支
考
が
十
哲
の
中
で
あ

る
か
ら
そ
れ
程
の

意
味
で
云
つ
た
の
で
あ
ら
う
と
の
説
が
立

つ
か
も
知
れ
な
い
が
、
併
し
さ
う
し
た
論
が
立
ち
得
る
と
し
て
も
、
前
述

の
如
き
見
方
が
寧
ろ

そ
れ
よ
り
も
よ
り
有
力
な
も
の
と
し
て
立
ち
得
る
こ
と
は
云
ふ
ま
で
も
な
か
ら
う
、

　
次

に
既
に
云
ひ
觸
れ
た
や
う
に
、
五
明
の
小
夜
話
の
中
に
十
哲
に
關
す
る
記
事
が
あ
る
。
同
書
は
そ
の
著
作
年
時
が
明
か
に
さ
れ
て
ゐ

な
い
が
、
小
夜
砧
(後
に
言

及
す
る
)
に
よ
つ
て
天
明
六
年
以
前
の
著
作
で
あ
る
こ
と
だ
け
は
知
ら
れ
る
。
そ
の
十
哲
記
事
と
い
ふ
の
は
、
客
が
俳
諧



の
地

形

は
何

を

以

て
固

め

る
か

と

問

う
た

の

に

對

し

て
、

、　

翁

の
.句
に
は
五
色

五
味
あ

り
、
叉
十
哲

と
呼
ば

る
ゝ
門
人

の
人

々
に
は

一
色

一
味
あ

り
。
之
を
よ
く
味

ひ
分

て
悟
る
べ
し
。
之

を
辨

へ
知
る
所
則
蕉

　
　

門
俳
諧

の
地
形

な
の
。

と
答

へ
る
。

そ

こ
で
客

が
翕

の
五

色

五

味

を
説

明

し

て

く

れ

と

い

ふ
と

、

之

に
對

し

て
、

　
　

予
が
吐
く
所

の
句
を
以

て
其
色

其
味
ひ
を
分
ち
侍
ら
ん
。
高
弟

五
三
輩

の
風
格
を
合
せ
侍

る
と
き

は
、
翕

ひ
と
り
の
法
と
知
ら
る
べ
し
。

と

言

つ

て
、

　
　

譬

へ
ば
、
其
角
が
句
法
は
活
逹

に
し
て
作
を
む
ね
と
す
。

　
　

嵐
雪

は
水
波

の
間
を
探

り
得

て
、
な
よ

や
か
に
さ
び

た
り
。

　
　

去
來

は
直
く
し

て
さ
び

た
り
。

　
　

丈
草

は
さ
び
し
み
に
作
あ
り
。

　
　

許

六
は
お
か
し
み
に
作
を
入
る

ゝ
。

　
　

杉
風
∵

野
坡

は
淺
く
し
て
淡

し
。

　
　

,惟

然
は
俗

に
似

て
其
意
高

し
。

　
　

支
考

は
卑
俗
を
專

と
し

て
今
日
を
い
ふ
。

の
如

く

九

人

の
短

評
を

し

て
、

之

に
そ

れ

湊
＼

自

句

二

句

宛

を
當

て

Σ
ゐ

る

の

で
あ

る

(
當

て

Σ
ゐ

る
句

の
大

部

分

は

五

明

の
自

選

句

集

句
藻

に
見

え

る
)
。
　

こ
pれ

で
は

五
色

五
味

の
直

接

の
説

明

に

も
な

つ
て

ゐ
な

け

れ

ば

、

十

哲

と

云

ひ
出

し

な

が

ら

叉

「
高
弟

五

三
輩

」

な

ど

云

ひ

出

し

て
九

人
を

擧

げ

て

ゐ

る

の

で
、

こ
れ

が
果

し

て
十

哲

な

の
か

ど

う
か

判

然

し
な

い
や

う

た

も

の
に

な

つ

て
ゐ

る
が

、
併

し

こ

れ

が

や
は

り
|十
《
ポ
》

哲

で
唯

一
人

不

足

し

た

形

で
擧

げ

て

ゐ

る
も

の
ら

し

く

、
そ

れ

は

次

に
述

べ

る

「
蓼

の
蟲

」

に

「
十
哲

の
風
體

↓毎
わ
か

ち



て
小
夜
話
と
い

へ
る

一
卷
の
書
」
と
あ
る
の
で
知
ら
れ
る
上
に
、
門
人
工
藤
野
松
の
編
纂
し
た
五
明
關
係
の
俳
人
談

集
の
小
夜
砧

(享
和
三

年
跋

)

中

、
「
道
彦
が
郭
公
の
読
」
の
中
に
五
明
の
言
葉
と
し
て
、
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　

＼

　
　

蕉
門
十
哲
と
雖
も
、
其
角
は
活
達
に
、
去
來
は
實
鵑
、
丈
草

・
許
六
・
支
考
何
れ
も
風
質
た
が
ひ
あ
る
こ
と
な
れ
ば
、

一
口
に
云
ふ
べ
か
ら
ず
。

と
あ
つ
て
、
小
夜
話
の
九
人
中
の
五
人
と
共
通
す
る
人
々
を
十
哲
と
し
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
然
る
に
之
と
對
照
し

て
考

へ
る
べ
き
他
の

一
記
事
が
あ
つ
て
、
そ
れ
は
俳
哲
五
明
集
中

の

「
蓼
の
蟲
」
と
題
す

る
文
で
、
文
中
客
が
蕉
門
の
十
哲
と
は
誰
々
を
云
ふ
の
か
詳
か
に
敏

へ
よ
と
云
ふ
の
に
對
し
て
、

　
　

、十
哲
と
云
へ
る
も
翕
の
省
ざ
し
た
る
も
の
に
あ
ら
ず
、
門
人
の
中
よ
り
ゆ
ぴ
ざ
し
て
稱
し
た
る
な
ら
ん
。

と
答

へ
、
獪

「
ば
せ
を
葉
の
露
の
玉
僅
か
に
得
た
る
も
の
十
四
五
輩
に
過
ぐ
べ
か
ら
す
。
云
々
」
と
云
ひ
出
す
。
す

る
と
客
が
叉

「
貴
老

十
哲

の
風
體
を
わ
か
ち
て
小
夜
話
と
い
へ
る

一
卷

の
書
」
が
あ
る
と
い
ふ
が

一
見
を
許
し
て
く
れ
な
い
か
と
云
ふ
に
對
し
、
そ
れ
は
十
年

程
前
で
あ
ら
う
人
の
需
に
任
せ
て
假
初
に
書

い
た

の
だ
が
、
遠
境
の
人
が
持
つ
て
行
つ
て
今
に
返
さ
な
い
。　
「
今
新
た
に
蕉
門
高
弟
の
口

質
わ
か
ち
侍
ら
ん
」
と
云
つ
て
、
結
局
五
明
は
芭
蕉
の
直
弟
十
五
人
を
擧
げ
て
短
評
を
加

へ
る
と
共
に
、
自
作
の
螢

の
句

一
句
宛
を
當
て

て
ゐ
る
の
で
あ
る

(こ
の
話
が
其
角
の
蓼
螢
の
旬
か

ら
起
う
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る

)。
そ
の
十
五
人
は
、

　
　

去
來
　
　
丈
草
　
　
許
六
　
　
木
導
　
　
正
秀
　
　
凡
兆
　
　
惟
然
　
　
野
坡
　
　
北
枝
　
　

一
笑
　
　
桃
隣
　
　
杉
風
　
　
支
考

　
　

嵐
雪
　

　
共
角

で
あ
る
が
、
小
夜
話
の
方
の
人
々
と
共
通
す
る
人

々
に
封
す
る
短
評
を
見
る
と
、
小
夜
話
の
そ
れ
と
は
部
分
的
に
多

少
達
つ
て
ゐ
る
。
そ

れ
は
兎
に
角
、
客
が
十
哲
を
問
う
た
の
に
對
し
て
十
人
を
答

へ
な
い
で
、
「
十
四
五
輩
」
な
ど
云
ふ
こ
と
を
云
ひ
出
し
て
結
局
十
五
人
擧
げ

.て
ゐ
る
の
は
、
小
夜
話
の
方
で

一
人
不
足
さ
し
て
ゐ
る
こ
と
Σ
共
に
甚
だ
不
可
解
た
こ
と
で
あ
る
。
斯
く
或
は
少
な
く
し
或
は
多
く
し
て



兎
角
判
然
十
入
を
擧
げ
る
こ
夢と
を
囘
避
す

る
か
の
や
う
に
見
え
る
の
は
、
例

へ
ば
支
考
の
立
場
の
や
う
に
同
時
人
の
こ
と
だ
か
ら
遠
慮
が

あ

る
と
云
ふ
や
う
な
譯
は
な
く
、
古
人
の
こ
と
な
の
で
何
の
遠
慮
も
な
か
り
さ
う
な
譯
な
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
或
は
何
等
か
の
迷
信

に
基
く
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
さ

へ
思
は
れ
る
。
要
す
る
に
こ
の
點
は
甚
だ
不
可
解
で
あ
る
が
、
兎
に
角
擧
げ
て
ゐ
る
十
五
人
を
見
る
と

小
夜
話
の
九
人
が
殘
ら
す
入
つ
て
ゐ
る
。
こ
の
點
か
ら
考

へ
て
、
「
蓼
の
蟲
」
の
十
五
人
中
に
は
恐
ら
く
十
哲
が
含
ま
れ
て
居
り
、
其
の
中

の
九
人
は
小
夜
話
と
共
通
す
る
九
人
に
相
達
な
く
、
殘
り
の

一
人
は

「蓼
の
蟲
」
中
の
九
人
以
外
の

　
　
木
導
　
　
正
秀
　
　
凡
兆
　
　
北
枝
　
　

一
笑
　
　
桃
隣

の
六
人
中

の
誰
か
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
。
然
る
に
小
夜
話

・
「
蓼
の
蟲
」
に
共
通
す
る
九
人
は
、
關
清
水
物
語
の
十
哲
の
土
芳
を
除
い

た
九
人
に

一
致
す
る
の
で
あ
る
が
、
「蓼

の
蟲
」
の
九
人
以
外
の
六
人
中
に
土
芳
が
ゐ
な
い
か
ら
、
結
局
五
明
の
意
味
す
る
十
哲
は
關
清
水

物
語
の
十
哲
と

一
人
を
異
に
す

る

一
種

の
十
哲
で
、
同
時
に
又
前
來
考

へ
來

つ
た
ど
の
十
哲
と
も
異
な
つ
た

一
種

の
十
哲
で
あ
る
こ
と
に

な

る
。
そ
し
て
九
人
以
外
の

一
人
は

「蓼
の
蟲
」
の
九
入
以
外
の
六
人
中
の
誰
で
あ
る
か
は
知
る
由
が
な
い
の
で
、
唯
關
清
水
物
語
の
十

哲
と

一
入
だ
け
を
異
に
す

る

一
種

の
十
哲
で
あ
る
と
云
つ
て
置
く
よ
り
外
な
い
の
で
あ
る
。

　
以
上
で
江
戸
時
代
前
期
中
支
考
以
後

の
時
期
に
於
け
る
蕉
門
十
哲
の
檢
討
を
了
つ
た
。
そ
れ
等
は
い
つ
れ
も
推
定
に
成
立
つ
も
の
で
あ

つ
た
が
、
推
定
し
た
十
哲
は
そ
れ
み
丶
別
種

の
も
の
で
あ
つ
た
點
に
於
て
、
第

一
章
に
檢
討
し
た
後
期
の
そ
れ
と
全

然
歌
況
の
等
し
い
こ

と
を
知
り
得
た
譯
で
あ
る
。
さ
れ
ば
蕉
門
十
哲
な
る
も
の
は
、
そ
れ
が
確
定
し
か
け
て
以
來
江
戸
時
代
全
般
を
通
じ
て
遂
に

一
定
す

る
こ

と
な
し
に
了
つ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
り
得
る
で
あ
ら
う
。
こ
の
點
が
貞
門

の
七
誹
仙
以
來
各
種
各
樣
の
多
く
の
俳
人
名
數
に
於
て
極

め

て
少
數
の
も
の
に
於
け
る
外
見
ら
れ
な
い
現
象
で
あ
つ
て
、
こ
乂
に
蕉
門
十
哲
な
る
も
の
ゝ
特
異
性
と
そ
の
事
情

と
が
考

へ
ら
れ
ね
ば

な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。
そ
の
事
情
の
主
要
な
も
の
は
、
芭
蕉
の
直
弟
に
於
て
は
そ
の
技
倆
の
匹
敵
す
る
如
き
作
家
が
多
く
、
從
つ
て
觀
る



人

に
よ
つ
て
見
方
が
異
な
り
得

る
こ
と
も
他
の
も
の
ゝ
場
合
よ
り
も
多
い
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
か
と
思
は
れ
る
。
さ
れ
ば
蕉
門
十
哲
な
る

も

の
は
、
ど
の
種
類
の
十
哲
に
於
て
も
そ
れ
に
對
す
る
人
々
の
批
判
が
或
程
度
ま
で
動
き
得
る
で
あ
ら
う
し
、
蕪
村
書
の
十
哲
に
於
て
も

亦
同
樣
で
あ
る
べ
き
こ
と
は
云
は
す
と
も
の
こ
と
で
あ
ら
う
。　
　
　
　
　
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
後

　

　
編

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

劇　

　

寶

非

其

角

　
寶
井
其
角
は
、
寛
文
元
年
醫
家
俳
人
榎
本
東
順

(俳
號
赤
子
)
の
子
と
し
て
江
戸
堀
江
町

(
て
れ
ふ
れ
町
)
の
宅

に
生
れ
た
、
東
順
は

本
姓
竹
下
氏
で
あ
る
が
、
芭
蕉

の
東
順
傳
に

冖,老
人
東
順
は
榎
本
氏
に
し
て
、
そ
の
祗
父
江
州
堅
田
の
農
夫
、
竹
氏
と
稱

ス
。
榎
氏
と
い

ふ
も

の
は
音
子
が
母
か
た
に
よ
る
も
の
た
ら
し
」
と
あ
る
か
ら
、
東
順
が
既
に
妻
の
姓
榎
本
氏
を
稱
し
て
ゐ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
α
其
角

は
之
を
繼
ぎ
名
乘
つ
た
譯
で
あ
る
が
、
後
に
實
井
を
名
乘

る
に
至

つ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
其
角
に
は
ー

改
姓
前
は
別
と
し
て
ーー

寳
井

を
稱
し
て
置
く
の
が
爰
當
ら
し
い
。
實
晋
齋
は
元
來
米
元
章
の
硯
裏
の
鐫
號
で
あ
る
が
、
三
弄
子
が
硯
と
共
に
こ
の
號
を
膾

つ
た
の
は
、

其
角
が
寳
井
音
子
と
云
つ
て
ゐ
た
故
で
あ
り

(戴
躯
)、
同
門
の
許
六
も

[寶
井
氏
、
號
ユ狂
而
堂
己

(偬
都
嫩
驛
)
と
云
ひ
、
門
入
も

「
狂
而
堂

共
角
、
氏
は
寶
井

」
(嬲
躙
)
と
か
、
「寳
井
の
名
の
み
殘
り
」
(跖
瞭
)
と
か
云
ふ
や
う
に
云
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
是
等
に
從

つ
て
寶
井

を
稱
し
て
置
く
の
が
安
當

で
あ
ら
う
。
早
熟
で
あ
つ
た
と
思
は
れ
る
彼
は
、
少
青
年
時
に
各
種
の
學
問
を
修
得
し
て
ゐ
る
が
、
そ
の
間
に

延
寳
の
初
め

(彼
れ
の
十
三
四
五
歳
の
頃
)
既
に
芭
蕉
の
門
に
入
つ
た
と
彼
は
云
ふ
(難
厥
め

そ
の
動
機
は
明
か
で
な
い
が
、
俳
人
を
父
と

し

て
持
つ
た
事
、
そ
こ
に
彼
れ
の
俳
諧
素
地
が
培
は
れ
て
ゐ
た
事
が
與

つ
て
ゐ
よ
う
、
併
し
彼
れ
の
俳
諧
作
は
、
延
寳
七
年

(
十
九
歳
の



時
)
の
才
丸
の
坂
東
太
郎
に
見
え
る
も
の
な
ど
が
最
も
早
い
も
の
ら
し
い
が
、
而
も
そ
の
翌
八
年
に
は
彼
れ
の
田
舍
句
合
が
現
は
れ
て
居

り
、
同
年
出
版
芒
れ
た
桃
青
門
弟
獨
吟
二
十
歌
仙
に
は
彼
れ
の
歌
仙
が
螺
舍
の
號
で
加
つ
て
ゐ
る
。
翌
九
年

(
天
和
元
年
)
に
成
つ
た
蕉

風
建
設
に
意
義
深
き
次
韵
に
も
そ
の

一
人
と
し
て
加
は
り
、
同
年
の
言
水
の
東
日
記
、
黠
年
の
千
春
の
武
藏
|曲
《
潔
り
》

を
經
て
、
天
和
三
年
蕉
風

開
發
の
先
頭
と
見
ら
れ
駄
藤
し無
りが
彼
に
よ
つ
て
編
纂
さ
れ
、
斯
く
て
彼
れ
の
俳
諧
が
蕉
風
の
進
み
と
罕
行
し
て
開
展
を
途
げ
、
爾
來
殆
ど

蓮
年
彼
れ
の
俳
諧
集
が
發
表
さ
れ
て
ゐ
る
。
こ
の
間
に
貞
享
元
年
の
京
阪
近
畿
族
行
、
同
二
年
の
箱
根
本
賀
温
泉

行
、
元
祿
元
二
年

の
京

洛
湖
南
族
行
、
同
七
八
年
の
悲
し
い
芭
蕉
の
終
焉
に
も
會
し
た
京
阪
近
畿
湖
南
族
行
が
あ
り
、
叉
前
後
四
五
度
そ

の
居
を
移
し
て
ゐ
る
。

彼
れ
の
俳
諧
上
の
著
作
は
、
俳
諧
文
庫
の
共
角
全
集
に
牛
ば
牧
め
ら
れ
。
勝
峰
音
風
氏
の
其
角
全
集
に
殆
ど
網
羅
さ
れ
て
ゐ
る
か
ら
そ
れ

等
に
讓
り
・
傳
記
乃
至
評
傳
は
、
其
角
の
自
筆
略
年
諳

蔵
脯
嶄
さ

が
あ
る
外
に
數
種
の
年
譜
が
あ
り
、
叉
京
傳
の
榎
本
共
角
傳

(近
世
奇
跡

考
所
載
・)

を
始
め
、
岡
野
知
十
氏
の
音
共
角
、
文
屋
菱
花
氏
編
の
俳
人
共
角
な
ど
が
あ
る
か
ら
、
詳
細
は
そ
れ
等
に
讓
る
こ
と
と
し
て
、
唯

一
二
云

ひ
添

へ
て
置
く
な
ら
ば
、
彼
れ
の
述
作
と
さ
れ
る
共
角
十
七
條
及
び
二
弟
準
縄
中
の
寳
音
齋
共
角
傳
は
雪
中
庵
嵐
雲
傳
と
共
に
僞
作
に
相

達
な
い
と
思
は
れ
る
こ
と
、
彼
れ
の
俳
論
は
そ
の
雜
談
集
及
び
去
來
の
花
實
集

(
及
び
柿
音
問
答
)
に
主
と
し
て
見
ら
れ
、
頗
る
聞
く
べ

き
見
が
あ
る
と
共
に
彼
れ
の
實
作
と
は
必
す
し
も

一
致
し
な
い
こ
と
、
及
び
粹
人
た
る
彼
が
光
陰
鼠
の
道
行
な
る
淨
瑠
璃
物
を
戲
作
し
て

ゐ
る
外
に
、
貞
享
四
年
に
吉
原
源
氏
五
十
四
君
な
る
吉
原
物
を
戯
作
し
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
。
毳
鑼
鷹
簾
批
蠍
総
嚇
濺
嗣
鱗
詠
邸
礎
砌
網
畷
灘

碪
礁
吻
噛

碗
卿
馳
眇
縣
鞭
鵬
渦
棋
瀕

　
其
角
は
生
粹

の
江
戸
ッ
子
で
早
熟

で
あ
つ
た
や
う
で
あ
り
、
寛
濶
な
性
格
で
才
人
で
あ
つ
た
。
當
時
の
江
戸
青
年
の
常
態
に
漏
れ
す
、

早
く
か
ら
花
街
と
劇
場
に
深
い
趣
味
を
持
つ
た
ら
し
く
、
酒
も
彼
れ
の
好
物
で
あ
つ
た
。
併
し
彼
は
享
樂
に
、溺
れ
る
こ
と
は
し
な
か
つ
た

や
う
で
あ
る
が
、
酒
は
彼
自
ら
「
日
々
醉
如
レ
泥
」
(購
盧
)
と
云
つ
て
ゐ
る
や
う
に
さ
う
も
行
か
た
か
つ
た
。
そ
れ
故
酒
を
愛
好
し
た
芭
蕉
が



彼
れ
の
大
酒
を
戒
め
て
ゐ
る
。
斯
く
て
俳
諧
師
と
な

つ
て
か
ら
、
安
藤
冠
里
公
な
ど
の
幇
間
を
し
た
り
紀
文
の
千
山
な
ど
の
取
卷
を
し
た

り
し
て
ゐ
る
が
、
併
し
叉
寛
濶
で
不
覊
な
所
も
あ
つ
た
と
思
は
れ
る
彼
は
、
ロハ
の
幇
間
取
卷
と
は
達
つ
て
、
大
名
富
豪
た
ど
と
共
に
遊
ぶ

位

の
氣
持
で
あ
つ
た
ら
う
し
、
貧
に
安
ん
じ
得
た
ら
し
い
彼
は
人
の
富
を
我
が
物
の
如
く
使
ふ
位
の
意
氣
で
あ
つ
た
で
あ
ら
う
。
こ
Σ
に

俳
人
共
角
の
其
角
た
る
所
が
あ
る
。
貧
に
安
ん
じ
酒
を
追
ふ
彼
は
明
る
い
。
そ
の
如
く
彼
れ
の
作
品
も
明
る
く
花
や
か
で
あ
る
。
唯
彼
と

て
も
い
つ
ー

ま
で
も
酒
に
無
節
度

で
は
あ
り
得
な
か
つ
た
。
妻
を
持
ち
子
を
持
つ
に
至
つ
て
流
石
の
酒
豪
も
節
度
を
強
ひ
ら
れ
た
。
併

し
沾
徳
が

「
音
子
は
酒
に
て
女
房
に
そ
む
く
し
(橢
繖
蟹

と
云
つ
て
ゐ
る
の
は
ど
う
し
た
關
係
な
の
か
明
か
で
な
い
。
扇
徳
の
盃
都
鳥
の
序

に

「
む
か
し
の
共
角
に
な
つ
て
、
や
う
く

牛
盞
を
か
た
ん
け
侍
る
」
(顳
柑
)
と
云
つ
て
ゐ
る
な
ど
は
、
蓑

へ
た
の
で
は
な
く
て
節
し
た
の

で
あ
ら
う
。
そ
れ
で
も

「
二
日
|挑
《
{
ナ
;
ζ
》

の
宿
醉
」
(鎌
觚
宛
)
を
し
た
り
し
て
ゐ
る
有
樣
で
あ
る
。

　
才
人
共
角
が
多
作

.
逹
略
,
・
達
文
で
あ
つ
た
こ
と
は
、
彼
れ
の
俳
諧
方
面
の
著
作
の
多
い
こ
と
や
そ
の
内
容
文
致

や
、
彼
れ
の
俳
句
が

五
元
集

.
同
拾
遺

.
同
脱
漏
を
通
じ
て
干
七
百
八
十
五
句

(鮒
聆
瓢
砌
計
)
あ
る
と
い
ふ
事
か
ら
で
も
知
ら
れ
よ
う
。
彼
れ
の
作
に
封
す
る
諸

家

の
批
評
を
見
る
と
、
許
六
は

「
生
得
活
景
を
お
も
て
に
上
手
を
あ
ら
わ
せ
し
ゆ

へ
に
、
諸
人
の
耳
日
を
驚
す
」
論
姻
)
と
云
ひ
、
叉
新
し

み
に
重
き
を
置

い
た
許
六
は
、
其
角
の

「
鶯
の
身
を
逆
に
」
の
句
に
つ
い
て

「
こ
れ
ほ
ど
に
新
し
き
句
は
な
し
」
(自
得
發

明
辨

)
と
云
つ
て
居
り
、

梁
田
蛻
巖

(俳
號
龜
毛
)
は

「
共
作
新
奇
壯
麗
」
(駐
蹴
)
と
評
し
、
門
入
青
流
は

「
清
新
俊
逸
に
あ
ら
す
ば
死
と
も
休
せ
ず
と

い
ふ
、
そ
の
心
の
す

ぢ
を
ひ
く
は
こ
の
人
に
あ
ら
す
し
て
た
そ
や
　
他
の
耳
を
驚
か
す
句
も
花
の
音
」
(類
柑
子

)
と
讃
し
て
ゐ
る
。
去
來
が
族
寐
論
の
自
序
に

「
そ

の
は
な
や
か
な
る
こ
と
共
角
に
及
ば
す
」
と
云
つ
て
ゐ
る
事
は
能
く
知
ら
れ
て
ゐ
る
所
で
あ
り
、
五
明
は

「
且
ハ角
の
句
法
は
活
達
に
し
て

作
を
む
ね
と
す
」
龠
夜
)
と
評
し
て
ゐ
た
。
誠
に
共
角
の
作
は
、
新
奇
華
麗
活
達
巧
妙
、
人
の
耳
目
を
驚
か
す
も
の
と
云

へ
よ
う
。
芭
蕉
は
、

　
　

其
角
は
同
席
に
遖
る
に
、
一
座
の
興
に
入
る
句
を
い
ひ
出
て
、
人
々
い
つ
と
て
も
感
ず

(孫
册
)。



と
云
つ
て
、
彼
れ
の
才
鋒
を
認
め
て
ゐ
る
。
併
し

一
座
に
受
け
ら
れ
る
と
我
が
作
を
損
は
し
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
も
の
だ
が
、
「
共
角
は

生
質
と
し
て
こ
ゝ
に
居
ら
す
」
(孺
3

と
其
角
の
小
才
で
な
い
こ
と
を
も
認
め
て
ゐ
る
。
芭
蕉

の
評
眼
は
實
に
椽
大
で
あ
る
。
而
も
又
芭
蕉

は
、
共
角

の

　
　
　
　

き
ら
れ
た

る
夢
は
誠
歟
蚤

の
跡

の
句
に
つ
い
て
、

　
　

定
家
卿
な
り
。
さ
し
て
も
な
き
事
を
こ
と
み
＼
し
く
い
ひ
つ
ら
ね
侍
る
(錵
實
)。
・

と
云
つ
て
ゐ
る
が
、
芭
蕉
が
其
角
を
定
家
と
評
し
た
こ
と
は
誠
に
味
の
あ
る
言
葉
で
、
才
に
任
せ
た
批
ハ角
の
技
巧
を
評
し
得
て
餘
蘊
な
き

も

の
と
云

へ
よ
う
。
其
角
自
身
は
、
「手
が
は
り
成
句
作
に
て
主
に
成
ん
と
エ
」
む
の
は
い
け
な
い
と
云
つ
て
、

　
　

定
家
卿
の
歌
は
聞
得
る
事
稀
也
な
ど
中
す
は
恐
れ
多
し
(難
談
㌣。

と
云
つ
て
ゐ
る
が
、
こ
れ
は
畢
竟
自
己
辯
護
に
出
つ
る
も
の
で
、
其
角
に
ば
作
と
論
と

一
致
し
な
い
點
が
數

々
見
ら
れ
る
油、う
に
、
こ
れ

も
亦
そ
の

一
た
る
を
免
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
其
角
の
作
は
ま
さ
し
く
技
巧
が
勝
つ
て
ゐ
る
。
許
六
が

「
百
年
先
の
事
を
お
も
ん
ぱ
か
り
、

行
過
た
る
句
あ
り
」
(同
門
評
判
)
と
云
つ
て
ゐ
る
の
も
、
こ
の
點
か
ら
是
認
さ
れ
る
。
故
事
古
曲
ハを
不
思
議
な
手
法
で
利
用

し
て
晦
澁
難
解
の
句

を
制
作
す
る
所
は
、
英
雄
人
を
僞
く
も
の
と
も
云
へ
よ
う
。
許
六
は

「
音
子
が
流
は
い
つ
と
て
も
し
た
こ
ゝ
う
な
き
事
は
せ
す
」
扇
辮
發
)

と
云
つ
て
ゐ
る
が
、
こ
の

「
し
た
こ
ゝ
ろ
」
で
あ
る
、
共
角
が
紫
孔

(
紫
好
、
紫
紅
)
に
途

つ
た
書
簡
に
、
元
祿
十
六
年
の
所
謂
地
震
火

事
後
に
得
た
句
と
し
て
、

　
　
　
　
此
雨

に
花
見
ぬ
八
や
家

の
豆

の
句
を
記
し
て
王
維
の
書
譜
の
語
に
よ
つ
た
こ
と
を
説
明
し
(癲
謝
好
飆
圃
胴
鵜
狂
維
)、
獪
、



　
　
　
　
山
吹
も
柳

の
糸

の
は
ら
み
か
な

　
　
　
　
春
雨

の
ひ
し
き
も

の
に
は
枯

つ

乂
じ

の
二
句
を
擧
げ
て
、
「
三
月
の
山
吹
つ
Σ
じ
は
古
歌
詩
人
の
物
、
連
歌
の
手
玉
、
此
二
句
俳
諧
の
的
星
と
自
譛
い
た
し
候

」
と
云
つ
て
ゐ
る
。

單
に
寛
潤
活
逹
な
作
で
は
な
く

「
し
た
こ

ゝ
ろ
」
と
技
巧
と
か
ら
成
る
是
等
の
作
に
對
す
る
自
讚
は
、
果
し
て
正
當
に
許
さ
る
べ
き
竜
の

で
あ
ら
う
か
・
而
も
彼
が
か
う
し
た

「
し
た
こ
丶
ろ
」
と
技
倆
と
か
ら
成
る
晦
澁
な
句
を
自
讚
す
る
所
に
、
彼
れ
の
句
作
傾
向
が
遺
憾
な

く
暴
露
さ
れ
て
存
る
の
で
あ
る
。
併
し
な
が
ら
、
共
角
は
何
分
才
人
で
あ
る
、
雋
敏
で
あ
る
。
芭
蕉
の
風
雅
、
芭
蕉
の
藝
術
境
を
會
得
し

得
な
い
や
う
な
人
で
は
な
い
。
そ
れ
故
芭
蕉
の
生
前
に
於
て
は
、
芭
蕉
を
し
て
、

　
　

師

騨

の
風
閑
寂
を
好
ん
で
細
し
、
音
子
が
風
伊
逹
を
昇
ん
で
細
し
(駐

い
蕪

騰
鷲

ゆ
)。
此
細
き
所
師
の
流
な
り
、
爰
に
符
合
す
(鶸

。

と
認
め
し
め
た
如
き
、
芭
蕉

の
藝
術
境
に
通
じ
た
伊
達
に
し
て
細

い
正
風

の
作
が
幾
ら
菊
見
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
古
俳
人
を
し
て
又
吾
等

を
し
て
讚
歎
せ
し
め
傾
倒
せ
し
め
る
彼
れ
の
作
は
實
は
是
等
の
作
で
あ
る
。
包
容
的
で
偉
大
な
芭
蕉
を
し
て

「
門
人
に
共
角

・
嵐
雪
有
」

(桃
の
實

,)と
喜
ば
し
め
た
り
、
俳
壇
を
し
て

「
蕉
門
第

一
の
作
者
」
と
認
め
し
め
た
り
し
た
の
は
、
こ
の
伊
達
に
し
て
細

い
正
風
の
作
と
そ
の

才
氣
と
の
爲
で
あ
つ
た
。
併
し
な
が
ら
斯
る
正
風
の
作
は
果
し
て
彼
れ
の
眞
面
目
眞
骨
頂
で
あ
つ
た
で
あ
ら
う
か
。

　
其

角
は
芭
蕉
生
前
か
ら
既
に
非
正
風
式
な

一
面
を
見
せ
て
ゐ
た
。
風
之
が
共
角
を
評
し
て
,
「
風
雅
は
生
得
曲
を
好
む
癖
あ
る
」
と
云
ひ
、

　
　

秋
の
雲
尾
上
の
杉
を
は
な
れ
た
り
、
た
ど
い
ひ
し
ほ
そ
み
は
、
正
風
の
丸
ぬ
け
に
て
、
蕉
門
第

一
の
作
者
な
れ
ど
亀
、
曲
を
好
む
病
つ
の
り
て
、
翕

　
　

の
な
き
が
ら
を
笠
に
隱
-.)て
後
、
正
風
を
亂
し
流
行
の
水
を
濁
す
懿
諦
耳
)。

と
云

つ
て
ゐ
る
の
は
、
反
對
派
の
誣
評
と
の
み
は
云

へ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
評
は
或
は
去
來
の
言
に
負
ふ
所
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、

去
來
は
芭
蕉
存
命
中
其
角
の
風
調
が
既
に
非
と
な
り
つ
ゝ
あ
る
を
憂

へ
て
、
芭
蕉

の
意
見
を
徴
し
た
そ
の
問
答
を
、
元
祿
十
年
二
月
に

一



書

と

し

て
共
角

へ
書

き
逸

つ
た

こ
と

は

、
俳

壇

周

知

の
事
實

で

あ

る

、

こ
の
書

中

の
問
答

に

於

て

、

　
　

其
詠
草
を
か

へ
り
見
れ
ば
、

不
易

の
句
に
於
て
は
頗

る
奇
妙
を
振

へ
り
。
流
行

の
旬
に

い
た
り
て
は
近
來
そ

の
|赴
《
マ
、
》

を
失

へ
り
。
・.・.・吟

跡

の
師

と
ひ

　
　

と
し
か
ら
ざ
る
事
、
諳

生
の
迷

ひ
同
門

の
恨
少
か
ら
ず
。

…

-
獪
永
く

此
に
と
じ
ま
ら
ば
、
我
角
を
以

て
劍

の
茱

刀
に
な

り
た
り
と
せ
ん
。

な

ど

云

つ

て
ゐ

る

。

叉

去
來

は
同

年

十

二
月

の
答

二
許

子

問

難

一辨

の
書

に
於

て
は

、

　
　

た
ま
く

見

る
處

の
書
、
角

が
句
十

に
し

て
賞
す
べ
き
も

の

一
二
、
そ

の
餘

は
世
間
不

々
の
句
な
り
。

…
・-
角
が
才
の
大
な
る
を
以

て
論

ぜ
ば
、
我

　
　

か
れ
を
頭
上
に
い
た
ビ
か
ん
、
角
が
句
の
い
や
し
き
を
も
つ
て
論
ぜ
ば
、
我
か
れ
を
脚
下
に
見
ん
。

と
云
つ
て
ゐ
る
。
眞
面
日
過
ぎ
る
去
來
に
は
非
を
重
く
見
過
ぎ
る
嫌
が
な
い
で
は
な
く
、
又
芭
蕉
の
閑
寂
趣
味
の
み
が
絶
對
の
標
準
で
は

あ
り
得
な
い
が
、
併
し
去
來
の
見
が
比
較
的
公
正
に
近
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
諍
ひ
難
い
事
實
で
あ
る
。
即
ち
共
角

が
愈
、
入
事
的
な
傾

向
を
取
り
、
伊
達
な
浮
世
風
洒
落
風
の
晦
澁
難
解
な
作
風
を
進
め
て
、
所
謂
洒
落
風

・
江
戸
風
の
元
を
成
す
に
至

つ
た
こ
と
は
、
否
定
し

難

い
事
實
で
あ
る
。
●其
角
を
四
老
に
選
び
五
子
に
數

へ
法
と
す
べ
き
も
の
』
44
に

「
共
角
之
豪
壯
」
を
加

へ
た
蕪
村

で
さ

へ
、
其
角

の
長

に
傾
倒
す
る
と
共
に
そ
の
短
を
も
認
め
て
、
新
花
摘
の
中
に
、

　
　

五
元
集
は
角
が
白
選
に
し
て
、
…
…
其
集
を
閲
す
る
に
、
大
か
た
解
し
が
た
き
句
の
み
に
て
、
よ
き
と
お
も
ふ
句
は
ま
れ
～

、
な
り
。
そ
れ
が
中
に

　
　

世

に
膾
炙

せ
る
は
、
い
つ
れ

も
や
す
ら
か
に
し
て
き

こ
ゆ
る
句

也
。

　
　

其
角

は
俳
中

の
李
青
蓮

ど
呼
れ
た
る
も

の
也
、
そ
れ
だ

に
百
千

の
句

の
う
ち
、
め
で
た

し
と
聞
ゆ
る

ハ
二
十
句

に
た
ら
ず
覺
ゆ
。
其
角

が
句
集
ぽ

聞

　
　

へ
が
た
き
句
多

け
れ
ど
も
、
讀
む
た
び

に
あ
か
ず
覺
ゆ
。
是
角
が
ま
さ
れ

る
と

こ
ろ
也
。
と
か
く
句
は
磊
落

な
る
を

よ
し
と
す
べ
し
。

「と

云

つ
て

ゐ

る
。
　

「
句

は

茘
落

な

る
を

よ
し

と
す

」

る
蕪

村

の
批

判

で
あ

る

だ
け

、

其

角

に
取

つ
て

は

知

己

の
言

と
云

つ
て

よ
く

、

叉
其

角

の
長

短

兩

面

を

見

た
批

判

と

し

て
、

よ

き

批

判

と

云

つ

て
よ

か

ら

う
。

要

す

る

に
其

角

は
、

芭

蕉

を

見

る
標

準

を

以

て
見

る

べ
き

人

で



は
な
く
、
芭
蕉
を
見
る
褸
準
と
は
別
な
標
準
を
以
て
見
る
べ
き
俳
人
で
あ
る
。
斯
く
て
稀
な
才
に
よ
つ
て
功
罪
兩
面
を
持
つ
た

一
代
の
才

人
其
角
は
、
芭
蕉
の
歿
後
十
四
年
に
し
て
、
寳
永
四
年
二
月
三
十
日
、
壯
年
の
四
十
七
歳
を
以
て
逝
い
た
の
で
あ
る
。
嵐
雪
が

「
末
期
に

及
で
牛
句
を
吐
す
」
(獺
柑
)
と
云
つ
て
ゐ
る
如
く
辭
世
句
は
な
か
つ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
　

　
服

部

嵐

雪

　
服
部
嵐
雪
は
、
承
應
三
年
に
生
れ
た
こ
と
は
間
達
な
い
が
、
淡
路
生
れ
か
東
武
生
れ
か
が
問
題
で
あ
る
。
(魃
蘓
笠
掠
旺
耐
泌
観
郵
ρ
醐
驪
翻
肋
岫
獺

ぬ
)。
門
人
百
里
の
嵐
雪

一
周
忌
追
善
集
の
風
の
上
に
は
、

　
　

豐
島
郡
に
し
て
湯
島
に
生
れ
、
童
名
は
服
部
久
米
之
助
。
天
禪
の
氏
子
な
り
。
か
ね
の
鳥
井
に
其
名
い
ま
に
殘
る
。

と
云

つ
て
ゐ
て
、
こ
れ
は

一
周
忌
の
年

の
記
事
で
あ
る
故
に
、
頗
る
有
力
な
も
の
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
併
し
鳥
井
に
幼
名
(こ
れ
竜
疑
問

で
あ
る
が

)

が
見
ら
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
必
す
し
も
そ
こ
の
出
生
の
氏
子
と
は
限
ら
れ
な
か
ら
う
と
思
は
れ
る
が
、
こ
の
風
の
上
の
傳

へ
が
綾
錦

や

三
十
三
囘
忌
追
善
集
の
風
の
末
や
俳
諧
家
譜
拾
遺
集
な
ど
に
も
蹈
襲
さ
れ
て
ゐ
て
、
有
力
な
も
の
に
な

つ
て
ゐ
る
。
然
る
に
元
祿
寳
永

珍
話

(繕
赭
曙
酢
岼
謹
舵
郭
醐
淤
妨
呪
犖
(書
中
に
「正
徳
三
年
に
寫
取
」、

或
は
獪
稍
}
降
る
か
込
知
れ
ぬ
)「囀
灘
升
妬
聽
蹴
鋤
拙
撒
驚
酵
初
孺
)
に
記
す
嵐
雪
の
傳
に
は
、

　
　

服
部
嵐
雪
は
淡
州
小
榎
並
村
に
出
生
す
。
幼
名
|久
馬
助
《
、
、
、
》

。　
|長
《
ヒ
ト
ヘ
ナ
》

り
て
東
武
に
出
、
云
々
。

と
あ
り
、
嵐
雪
の
甥
と
い
ふ
淡
路
小
榎
並
の
乙
貫

・
虎
州
の
嵐
雪
五
十
囘
忌
追
善
集

一
葉
塚
に
も
、
「
生
二於
淡
州
小
榎
並
郷
一」
と
云
ひ
、

俳
家
奇
人
談
は
元
祿
寶
永
珍
話
を
直
接
に
取
つ
た
も
の
と
見
え
て
餓
轍
駑
礁
肋
鄰
紛
砂
)、
珍
話
と
全
然
同

一
の
文
で
同
様
に
記
し
、
鳥
居
の
服

部
久
米
助
を
同
名
別
人
で
あ
ら
ろ
と
註
し
て
ゐ
る
。
蕉
門
諸
生
全
傳
は
、
「淡
州
小
榎
並
村

二
出
生
ス
。
幼
名
|久
馬
助
《
、
、
、
》

」
と
云
ひ
、
鳥
井
の

服
部
久
米
助
と
は
達
ふ
だ
ら
う
と
云
ひ
、
「
江
戸
湯
島

二
産
ト
モ
云

ヘ
リ
」
と
も
記
し
て
ゐ
る
。
私
は
前
に
淡
路
の
友
人
か
ら
引
田
家
十
三



世
源
之
丞
輯
録
の
源
之
丞
由
來
記
の
寫
本
を
得
た
が
、
そ

の
中
に
、

　
　

三
條
ヨ
リ
三
町
北
西
二
當
リ
榎
列
村
ト
云
二
、
服
部
嵐
雪
ノ
舊
家
ア
リ
テ
、
子
孫
ハ
服
部
家
ト
云
ヒ
升
屋
ト
モ
云
。

↓
葉
塚
ト
云
石
碑

二
句
ア
リ

　
　

(こ
れ
山臥ツG骨貝璽ず

の
建
て
弛
込
の
)。

と
あ
つ
て
、
而
も
付
言
に
綾
錦
の
湯
島
出
生
説
を
引
い
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
暗
に
湯
島
出
生
論
を
否
認
す

る
意
味

の
も
の
で
あ
り
、

且
付
言
に

「
嵐
雪
ノ
家

ハ
釀
酒
家
セ
シ
ト
テ
、
其
跡
今

二
存

ス
」
と
云
つ
て
あ
る
。
聞
く
所
に
よ
る
と
、
小
榎
並
村
に
嵐
雪
の
後
裔
と
い

ふ
服
部
善
四
郎
氏
と
い
ふ
人
が
現
住
し
て
句
作
も
さ
れ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

　

以
上
の
如
く
見
て
來
る
と
、
湯
島
出
生
論
と
小
榎
並
出
生
論
と
は
對
等
に
有
力
な
も
の
丶
や
う
に
見
え
る
。
そ
し
て
小
榎
並
出
生
論
の

最
も
早
く
見
ら
れ
る
の
は
、
管
見
で
は
元
祿
寳
永
珍
話
で
、
同
珍
話
に

「武
士
の
足
で
米
と
ぐ
」
の
句
を
詠
ん
だ
こ
と
や
、
嵐
雪
と
妻
烈

と

の
猫
の
一
件
や
、
其
角
が
嵐
雪
の

「
黄
菊
白
菊
」
の
句
と
芭
蕉
の

「
白
菊
」
の
句
と
の
外
は
、
し
た

Σ
め
な
か
つ
た
と
云
ふ
こ
と
た
ど

も
見
え
て
ゐ
て
、
誹
諧
世
説
や
俳
家
奇
人
談
な
ど
は
同
珍
話
を
蹈
襲
し
、
蕉
門
諸
生
全
傳
は
こ
れ
と
風
の
上
と
を
蹈
襲
す
る
も
の
と
思
は

れ
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
同
珍
話
に
は

「
神
寂

(認
の
)
が
文
に
記
せ
り
」
と
い
ふ
語
も
見
え
る
か
ら
風
の
上
を
見
て
ゐ
る
こ
と
も
確
か
で
、

そ
れ
に
も
拘
ら
す
小
榎
並
出
生
と
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
風
の
上
の
湯
島
出
生
説
を
否
認
す
る
意
味
の
も
の
に
な
り
、
そ
の
態
度
に

於

て
源
之
丞
由
來
記
と
似
た
も
の
に
な
る
の
で
あ
る
。
是
等
の
點
か
ら
風
の
上
の
湯
島
出
生
説
を
考

へ
て
見
る
と
、

一
周
忌
の
年
の
記
事

で
あ
る
と
い
ふ
點
に
有
力
さ
は
あ
る
が
、
併
し
こ
の
論
は
鳥
井
に
久
米
之
助
の
名
が
あ
る
と
云
ふ
點
か
ら
、
之
を
嵐
雪

の
幼
名
と
認
め
て

直

に
そ
こ
の
出
生
と
認
め
た
も
の
ら
し
く
思
は
れ
、
そ
の
他
の
根
據
が
與

へ
ら
れ
て
ゐ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
久
米
之
助
を
嵐
雪
の
幼
名

と
認
め
る
に
し
て
も
、
湯
島
居
住
説
と
は
な
り
得
る
が
必
す
し
も
湯
島
出
生
説
と
は
な
り
に
く

い
と
云

へ
る
し
、
又
|久
馬
助
《
、
、
、
》

と
久
米
之
助

と
が
同

一
と
考

へ
ら
れ
な
い
こ
と
も
な
い
が
寧
ろ
別
物
と
考

へ
ら
れ
る
方
が
彊
く
、
湯
島
居
住
と
い
ふ
こ
と
も
、
田
舍
句
合

の
嵐
雪
序
の



　
「
近
所
の
其
角
」
と
い
ふ
語
か
ら
根
本
的
に
疑
は
れ
も
す
る
の
で
、
可
な
り
疑
問
に
な
る
論
で
あ
る
と
云

へ
る
か
と
思

ふ
。
然
る
に
珍
話

の
方
の
論
は
、
當
時
の
見
聞
者
の
論
で
あ
り
、
乙
貫
等
の

一
葉
塚
や
そ
の
他
淡
路
の
方
の
資
料
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
方
が
よ
り

有
力
な
も
の
と
認
め
ら
れ
ね
ば
な
る
ま
い
と
思
は
れ
る
。
獪
も
と
の
水

(籔
糊
七
)
に
芭
蕉
の

　
　
　
　
　
　

嵐
雪
が
四
國
へ
わ
た
る
時

　
　
　
　

放

烏

二

百

十

日

も

船

支

度

と

い
ふ
の
が
あ
つ
て
、
こ
れ
は
も
と
の
水
の
性
質
上
確
實
と
は
云
ぴ
難
い
け
れ
ど
も
、
若
し
確
實
な
も
の
と
證
明
さ
れ
た
ら
嵐
雪
が
本
郷

を
訪

れ
る
意
味
の
族
で
あ
つ
た
か
も
知
れ
な
い
の
で
、
考
慮
に
入
れ
て
置
く
べ
き
も
の
で
あ
ら
う
。
嵐
雪
の
出
生
地
詭

に
つ
い
て
寧
ろ
多

く
を

云
つ
た
が
、
こ
れ
は
嵐
雪
傳
の
中
で
大
き
な
問
題
に
な
つ
て
ゐ
る
の
で
、
愚
見
の
概
略
を
述
べ
て
見
た
に
過
ぎ
な

い
。

　

嵐

雪
は
始
め
武
十
を
望
ん
で
新
庄
隱
岐
守
に
仕

へ
、
次
で
井
上
相
模
守
に
仕

へ
た
が
、
珍
話
の
い
ふ

　
　
　
　

武
士
の
足

で
米
と
ぐ

あ
ら
れ
か
な

の
句
を
姑
く
信
す
る
な
ら
ば
、
彼
は
武
士
生
活
中
に
既
に
俳
諧
に
入
つ
て
ゐ
る
事
に
な
る
。
風
の
上
は
井
上
侯
奉
仕
中

に
芭
蕉
の
門
に
入

つ
た
と
云
つ
て
ゐ
る
。
芭
蕉
門
に
入
つ
た

の
は
い
つ
か
、
叉
致
仕
し
た
の
は
い
つ
か
は
知
ら
れ
な
い
が
、
芭
蕉
に
入
門
は
共
角
乏
同
時
頃

・
か

(懿
嚇
麒
桷
猷
励
七
、
或
は
稍
、
遲
れ
て
の
頃
ら
し
く
、
彼
れ
の
確
實
な
俳
名
の
初
見
は
、
延
寳
八
年
の
田
舍
句
合
の
序

や
桃
青
門
弟
獨
吟
二

十
歌
仙
中
の
歌
仙
の
嵐
亭
|治
《
ハ
ル
》

助
と
し
て
で
、
「俳
諧
の
仙
人
」
や
「
寢
ほ
う
け
て
や
つ
れ
果
た
よ
我
姿
」
な
ど
の
句
を
見

る
二
十
歌
仙
の
歌

仙
頃
は
致
仕
後
の
浪
人
生
活
で
あ

つ
た
か
の
心
象
を
與

へ
ら
れ
る
や
う
な
氣
が
す
る
。
然
る
に
延
寶
八
年
か
九
年

(
天
和
元
年
)
頃
に
改

號
し
た
と
見
え
て
、
延
竇
九
年
の
東
日
記
に
其
角
の

「
彼
是
は
嵐
雪
の
僞
花
の
う
そ
」
(瀬
莊
)
の
句
が
あ
り
、
翌
天
和

二
年

の
武
藏
曲
に
は

嵐
雪
で
現
は
れ
て
ゐ
る
。
翌
三
年
の
其
角
の
虚
栗
か
ら
は
最
早
居
然
た
る
風
格
を
見
せ
て
ゐ
て
、
や
が
て
芭
蕉
を
し

て

「
門
人
に
其
角

・



嵐
雪
有
」
と
云
は
し
め
る
に
至
る
素
地
が
ほ
の
見
え
て
ゐ
る
、
こ
の
頃
で
あ
ら
う
、
ど
こ
(㎜
嬢
駒
殆
勘
臓
碼
拵
旅
駄
P
甑
解
膜
桷
砂
醐
江
)
か
ら
か
石
町

一
丁
日

へ
轉
居
し
、
後
年
元
祿
十

一
年

の
大
火
後
は
神
田
天
神
側

へ
移
り

魂
砌
靺
㌶
瞭
醇
撫

か
湯
麟
購
欝
副
楓
綱
砧
齢
舵
塰
尸嘱
鴫
勧
籬
碗
駈
焼
袈

)、
同
十

六
年
の
地
震
火
事
の
後
は
濱
町
山
伏
井
戸
近
く

へ
引
移
つ
て
、
こ
Σ
に
雪
中
庵
を
結
ん
だ
が
、
こ
れ
が
彼
れ
の
絡
焉
ま
で
の
蝸
廬
で
あ
つ

た
。

こ
の
問
貞
享
元
年

の
頃
は
(誰
駄
熾
額
媒
准
碑
艮
鯤
騒
)、
共
角
の
て
れ
ふ
れ
町

(堀
江
町
)
の
佳
居

に
同
じ

「
ど
ら
く

」
の
破
笠
と

「
か

Σ

り
人
」
に
な
つ
て
、
塞
夜
に
火
燵
に
雜
魚
寐
を
し
、
同
二
年
か
ら
三
年
の
春
ま
で
越
後
の
高
田
に
あ
つ
て
、
稻
葉
丹
後
守

の
國
替
入
城
を

目
撃
し
て
胡
塞
記
を
作

つ
て
ゐ
る
。
嵐
雪
が
或
湯
女
と

一
緒
に
な
つ
て

一
子
梅
松
を
儲
け
た
が
母
子
共
に
は
か
な
く
な
つ
た
と
云
は
れ
る

の
は
、
こ
の
貞
享
二
三
年
頃
の
獨
身
時
代

の
前

の
こ
と
ら
し
い
。
然
る
に
嵐
雪
自
ら

「
彼
は
あ
そ
び
も
の
Σ
果
な
が
ら
二
十
年
來
見
し
も

の
な
り
」
(繊
遊
)
と
云
ひ
猫
の

一
件
の
傳

へ
ら
れ
る
烈
女
と

一
緒
に
な
つ
た
の
は
、
貞
享
四
年
の
頃
ら
し
い
。

　

こ
の
貞
享
四
年
に
彼
れ
の
處
女
撰
集
若
水
が
上
梓
さ
れ
た
。
然
る
に
こ
の
集
は
ま
だ
ど
こ
に
も
發
見
さ
れ
な
い
ら
し
い
。

一
體
嵐
雪
は

其

角
や
支
考
な
ど
と
は
正
反
封
に
、
撰
著
が
至
つ
て
乏
し
く
、
若
水
以
後
、
其
袋
(鯱
礁
三
)
・
或
時
集

(鯛
砒
)
・
若
茱

軸
棚

・
杜
撰
集

(輌
冊
四
)

の
四
種

の
撰
集
と
紀
行
そ
の
濱
ゆ
ふ

(蹴
艘
設
鯲
驚
)
と
が
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。

こ
ゝ
に
彼
れ
の
性
格
も
窺
は
れ
る
で
あ
ら
う
。
(讖
鷹
助
驚
臥
謳
囀

飄
較
驪
嬲
蜘
隴
獅
計
鳩

鮒
雌
野
躪
駢
諢

瓢
初
)。

　
嵐
雪
は
士
分
か
ら
浪
人

へ
の
轉
換
を
し
た
人
で
あ
る
が
、
「
ど
ら
く

」
の
脅
性
は
拔
け
に
く
か
つ
た
で
あ
ら
う
し
、
湯
女
と

一
緒
に
な

つ
た
と
云
は
れ
、
遊
女
を
妻
に
し
た
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
る
や
う
に
、
遊
蕩
者
た
る
御
多
分
に
は
漏
れ
な
か
つ
た
、
併
し
彼
に
は
ど
こ
か

手
堅
い
所
が
あ
り
重
厚
な
所
が
あ
る
。
特
に
濟
雲
方
丈
に
參
禪
し
て
か
ら
は
、
思
想
作
風
に
觀
相
的
な
傾
が
濃
く
な

る
と
共
に
多
少
の
解

睨
味
を
帶
び
て
來
た
か
に
見
え
る
。

　
　
　
　
來

る

水

の

行

く

水

洗

ふ
す

ゞ

み
哉

(雛
遊
)



　
　
　
　
打
ば

ひ
じ
く
物

と
し
・り
つ
」
む
か

へ
鐘

蘊
遊
)

彼
に
は

一
部
の
俳
論
な
く
叉
纏

つ
た
俳
論
も
聞
か
れ
な
い
が
、
門
人
東
潮
の
獨
吟
披
露
集

続
礁
七
)
に
序
し
て
、
「
い
か
さ
ま
に
も
恥
を
御

か
き
有
べ
く
候
」
と
云
ひ
、
或
時
集
に
自
序
し
て
、　
　
　
　
　
　
　
　

、　
　
　
　
　

、

　
　

花
に
野
し
て
信
な
く
ん
ば
花
う
ら
み
あ
ら
ん
、
句
は
是
に
習
ふ
べ
し
。
花
に
間
ば
花
か
た
る
事
あ
り
、
萎
は
そ
れ
に
し
た
.が
ふ
べ
し
と
或
時
歡
ゆ
。

と
云

へ
る
な
ど
、
蕉
翁
の
口
吻
に
似
て
彼
れ
の
俳
諧
觀
の
徹
底
さ
を
端
的
に
知
ら
し
め
ら
れ
る
。
今
嵐
雪
に
對
す
る
諸

家
の
批
評
を
聞
い

て
見
る
と
、
珍
話
の
去
來
の
條
に
、
「
其
風
格
雪
中
と
並
で
共
先
を
爭
ふ
べ
し
」
と
云
つ
て
ゐ
て
、
こ
れ
は
人
物
月
旦
と
し
て
で
あ
る
ら
し

い
が
、
成
る
程
共
に
才
子
肌
で
な
く
て
質
實
な
風
格
を
思
は
せ
る
所
、
東
西
相
封
す
べ
き
も
の
と
云
つ
て
よ
か
ら
う
。
作
風
技
量
に
つ
い

て
は
、
蕉
翁
六
感
な
る
も
の
に

「
か
ら
び
た
る
事
嵐
雪
に
及
ば
す
」
と
あ
る
の
は
聊
か
ど
う
か
と
思
は
れ
る
が
、
五
明

が

「
嵐
雪
は
水
波

の
間
を
探
り
得
て
、
友
よ
や
か
に
さ
び
た
り
」
へ緲
夜
)
と
云
つ
て
ゐ
た
の
は
、
觀
相
的
な
趣
を
い
ふ
も

の
な
ら
ば
先
づ
當

つ
て
ゐ
る
も
の
と

云

へ
よ
う
。
然
る
に
、
誇
大
性
と
稍
、感
情
に
走
る
傾
の
あ
る
許
六
は
、
其
角
を
ひ
ど
く
よ
く
見
た

一
方
に
、

　
　

嵐
雪
器
ず
い
ぶ
ん
惡
し
。
本
性
柔
弱
に
し
て
、
花
あ
る
に
似
た
れ
ど
も
實
は
な
を
な
し
。
相
應
に
と
・の
は
や
す
樣
な
れ
ど
も
全
體
と
り
し
め
た
る
血

　
　

脈
な
し
。
・…
-
(擧
句
略
)
柔
弱
に
し
て
弱
く
、
よ
は
き
に
よ
つ
て
美
し
き
や
う
な
り
。
う
へ
に
丹
青
を
ぬ
り
て
い
う
ど
り
た
れ
ば
、
世
俗
の
眼
に

　
　

は
眞
の
錦
の
.こ
と
し
論
騨
。

と
云
つ
た
り
、
如
行
の
引
合
に
出
し
て

「
嵐
雪
が
ご
と
き
ま
ぎ
ら
か
す
所
も
見
え
す
」
(翻
翔
)
な
ど
云
つ
て
ゐ
る
の
は

,
恐
ら
く
は
當
ら
な

い
僻

評
で
、
白
露
が
、
芭
蕉

の

「
門
人
に
共
角

・
嵐
雪
有
」
に
つ
い
て
、
「
此
兩
十
も
生
得
の
上
手
は
諸
人
に
越
た
り
」
と
い
ふ
の
は

稍
ヨ

云
ひ
過
ぎ
で
あ
る
と
し
て
も
、

　
　

芭
蕉
翕
の
骨
肉
を
得
て
、
其
角
は
花
を
蹊
せ
、
嵐
雪
は
實
を
結
び
、
故
に
花
|實
《
○
》

相
鬢
し
て
芭
蕉
翕
と
共
に
行
ふ

(瓢
)。



は
、
蓋
し
公
正
を
得
た
適
評
で
あ
ら
う
。
又
嵐
雪
を
大
夫
に
擬
し
た
轍
士
が
、

　
　

い
ま
の
世
の
買
手
の
と
お
り
も
の
な
り
と
て
、
な
り
わ
た
り
た
る
客
で
も
、
む
つ
か
し
い
所
よ
り
ひ
ね
り
出
し
て
く
み
と
む
る
ば
此
君
な
り
(轜
見
丶。

と
云
つ
て
ゐ
る
の
は
、
嵐
雪
の
附
合
の
技
量
を
い
,ふ
も
の
で
あ
ら
う
が
、
首
肯
ぜ
し
め
る
も
の
で
あ
ら
う
。
斯
く
て
嵐
雪
は
、
寶
永
四
年

親
友
共
角
の
中
陰
に

「
普
化
去
り

ぬ
匂
ひ
殘
り
て
花
の
雲
」
と
悼
ん
だ
自
分
自
身
も
、
同
じ
年
の
十
月
十
三
日
に
、

　
　
　
　

一
葉
散

る
咄
ひ
と
は
ち
る
風

の
上

と
い
ふ
如
何
に
も
嵐
雪
ら
し
い
觀
相
的
な
辭
世
を
殘
し
て
、
五
十
四
歳
を

一
期
と
し
て
其
角
の
跡
を
追
う
た

の
で
あ

る
。
併
し
な
が
ら
、

才
人
其
角
は
蠻
風
し
た
の
に
嵐
雪
は
し
な
か
つ
た

.
蠻
風
に
は
物
ぐ
さ
な
非
野
心
家
の
彼
で
あ
り
、
然
か
く
軍
厚
で
あ
つ
た
か
ら
で
あ
る
。

鶯
笠
は
雪
門
に
關
し
て
、

　
　

.嵐
雪
は
も
の
が
た
き
八
に
て
、
蕉
門
の
歴
々
或
は
變
風
の
企
あ
り
と
い
へ
ど
も
敢
て
取
合
ず
、
ひ
と
り
亡
師
の
遘
風
を
守
り
て
た
の
し
み
は
て
し
と

　
　

そ
(農

葉
)。

と
云
つ
て
ゐ
る
が
、
雪
門
は
大
體
嵐
雪
の
意
を
意
と
し
て
そ
の
俳
続
を
傳

へ
、
今
日
に
至
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
　

　
向

井

去

來

　

向
井
去
來

の
傳
記
は
、
許
六
の

「
去
來
ガ
誄
」
や
向
井
家
系
圖

融
繁
軸
艪
胸
即
ぎ

・
落
柿
舍
去
來
先
生
事
實

(琺
鰊
駒
概
攘
籍
勲
孫
)
な
ど
が
最

も
據
る
べ
き
も
の
で
あ
ら
う
か
ら
、
是
等
を
本
と
し
て
概
略
を
述
べ
て
見
る
と
、
去
來
は
慶
安
四
年

(難
)
長
崎
の
儒
醫
向
井
元
升
の
次
男

と
し
て
生
れ
、
八
歳
の
時
父
に
件
は
れ
て
上
洛
し
、
幼
少
の
間
屡
、
本
郷
に
歸
り
、
叔
父
久
米
諸
左
衛
門

に
養
は
れ
た

こ
と
が
あ
り
、
武

藝

に
達
し
た
の
で
國
主
か
ら
仕
官
を
望
ま
れ
た
が
固
辭
し
た
。
斯
く
て
二
十
餘
歳
の
時
弓
矢
を
捨
て
た
が
、
天
文
暦
數

の
學
に
も
通
じ
た



の
で
親
王
攝
家
に
も
出
入
し
た
。
然
る
に
去
來
が
い
つ
頃
か
ら
俳
諧
に
入
つ
た
か
は
明
か
で
な
い
。
唯
去
來
及
び
妹
|干
子
《
ち
ね
》

の
伊
勢
紀
行
の

芭
蕉

の
跋
に
、
「其
角
ひ
と
」
せ
都
の
室
に
族
寐
…せ
し
頃
、
向
井
氏
去
來
の
ぬ
し
む
つ
ま
じ
き
契
り
有
て
云
々
」
と
あ
る
の
は
、
其
角

の
貞

享
元
年
の
上
洛
を
指
す
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
、
恐
ら
く
こ
の
頃
よ
り
前
に
俳
諧
に
入
つ
て
ゐ
て
少
な
く
と
竜
共
角
乃
至
江

戸
蕉
門
と
交
渉
の
あ
つ
た
ら
う
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
か
と
思
は
れ
る
。
獪
潁
原
退
藏
氏
が
懸
葵

編
脚
駐
年
)
誌
上
の
去
來
私
考
に
於
て
、
共

角
の
貞
享
三
年
の
歳
旦
帖
に
よ
つ
て
去
來
と
芭
蕉
そ
の
他
江
戸
蕉
門
と
の
交
渉
を
明
か
に
し
て
ゐ
ら
れ
る
の
で
、
こ
れ
に
よ
つ
て
芭
蕉
と

も
既
に
直
接
或
は
間
接

に
交
渉

癲
鱠
睡
)
の
あ
つ
た
こ
と
も
知
ら
れ
る
。
併
し
芭
蕉
と
の
直
接
交
渉

の
事
實
と
し
て
知
ら
れ
る
も
の
は
前
述

の
伊
勢
紀
行
で
あ
る
ら
し
い
。.
然

る
に
伊
勢
紀
行
の
書
か
れ
た
年
時
が
ま
だ
確
か
に
推
定
さ
れ
て
ゐ
な
い
や
う
で
あ
る
が
、
同
紀
行
中
に

共
角

の
貞
享
二
年
の
新
山
家
中
の
句
が
引
か
れ
て
ゐ
る
か
ら
貞
享
二
年
以
前
の
作
で
は
あ
り
得
す
、
叉
芭
蕉
の
跋
に

「,其
角
ひ
と
」
せ
」

と
云

つ
て
ゐ
る
言
葉
つ
き
は

「
今
年

の
秋
云
々
」
と
云
つ

て
ゐ
る
今
年
と
少
な
く
と
も

一
二
年

の
隔
た
り
の
あ
る
べ
き

口
吻
と
思
は
れ
る

の
で
、
「
今
年
」
は
貞
享
三
年
乃
至
四
年
を
擬
せ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。
然
る
に
紀
行
は
八
月
二
十

一
日
朝
に
出

發

し

て
九

月
に
入

つ
て
ゐ
、
そ
し

て
紀
行
中
の
句
が
貞
享
四
年
十

一
月
十
三
日
刊
行
の
績
虚
栗
に
出
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
紀
行
を
貞
享
四
年
の
作
と
す

る
と

稍
、
際
ど
過
ぎ
る
關
係
に
な
る
。
そ
れ
に
芭
蕉
の
跋
で
は
ま
だ
去
來
に
會
は
な
い
ら
し
い
口
吻
で
あ
る
事
、
及
び

「
久
方
や
こ
な
れ

ー

と
初
雲
雀
」
の
去
來

の
發
句
で
始
ま
る
芭
蕉

・
其
角

・
嵐
雪
と
去
來
と
の
四
吟
歌
仙
は
去
來
が
芭
蕉
と

一
座
し
て
の
も
の
で
あ
ら
う

が
、
嵐
雪

(貞
享
三
年
三
月
下
旬

に
越
後
冷
出
發
す
る
)
が
加

つ
て
ゐ
る
關
係
上
こ
れ
が
貞
享
三
年
の
も
の
と
は
見
ら
れ
な
か
ら
う
か
ら
貞
享
四
年

の
も
の
と
擬
し
得

る
事
、
是
等
を
參
酌
し
て
來
る
と
、
伊
勢
紀
行
は
貞
享
三
年
の
作
と
推
定
す
る
こ
と
が
爰
當
に
な
つ
て
來
る
。
以
上
の
如
く
見
ら
れ
る
な

ら
ば
、
芭
蕉
は
貞
享
三
年
九
月

(
乃
至
十
月
)
頃
ま
で
は
去
來
と
は
會

つ
て
ゐ
な
い
こ
と
に
な
り
、
會

つ
た
の
は

「
初
雲
雀
」
の
四
吟
歌

仙
の
折

(貞
享
四
年
春
)
か
或
は
該
歌
仙
以
前
貞
享
三
年
九

(
乃
至
十
)
月
頃
以
後
の
間
か
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。



　
然
る
に
貞
享
三
年
の
春
芭
蕉
庵
で
催
さ
れ
同
閏
三
月
に
江
戸
で
出
版
さ
れ
た
仙
化
の
蛙
合
に
去
來
が

一
句
加
は
つ
て
ゐ
る
の
で
、
こ
れ

に
よ
つ
て
こ
の
時
去
來
が
芭
蕉
庵
に
來
て
ゐ
て
芭
蕉
等
と

一
座
し
た
と
見
る
論
が
あ
る
。
こ
の
説
は

一
應
は
首
肯
さ
れ
る
が
、
併
し
か
う

見

る
と
、
伊
勢
紀
行
を
貞
享
三
年
秋
の
作
と
認
め
る
上
述
の
見
方
が
全
然
立
た
な
く
な
つ
て
し
ま
ふ
の
で
、
こ
ゝ
に
問
題
が
起
つ
て
來
る

の
で
あ
る
。
然
る
に
こ
の
蛙
合
に
嵐
雪
も
加
は
つ
て
ゐ
る
の
に
、
嵐
雪
は
こ
の
年
の
三
月
下
旬
に
越
後
を
出
立
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
と

こ
ろ
で
蛙
合
の
第

一
番
の
芭
蕉
の

「
古
池
」

の
句
は
、
同
年
三
月
出
版

の
庵
櫻
に
既
に
見
え
る
句
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
句
が
若
し
蛙
合
の

際

に
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
つ
た
ら
蛙
合
は
早
く
て
も
三
月
上
旬
頃
か
或
は
二
月
頃
に
催
さ
れ
た

こ
と
に
な
る
し
、
或
ぽ

叉
こ
の
句
は
蛙
合

の
際
に
詠
ま
れ
た
も
の
で
は
な
く
前
年
あ
た
り
の
作
で
あ
つ
た
の
を
蛙
合
の
時
流
用
さ
れ
た
も
の
で
で
も
あ
り
得
る

こ
と
に
な
る
の
で
あ

る
。
以
上
の
點
か
ら
、
嵐
雪
が
こ
の
蛙
合
に
加
は
つ
て
ゐ
る
の
は
、

一
座
し
た
も
の
で
は
な
く
て
句
だ
け
が
加

へ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ

と
に
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
は
れ
る
。
そ
し
て
嵐
雪
が
か
う
な
る
な
ら
ば
、
去
來
も
同
樣
の
關
係
と
認
め
て
も
差
支
な
い
筈
で
あ
る
、

衆
議
判
と
云
つ
て
も
出
句
者
全
部
が

一
座
し
て
ゐ
な
く
て
も
よ
い
譯
で
も
あ
る
、
私
は
以
上
の
如
く
認
め
た
い
と
思

ふ
の
で
、
印
ち
蛙
合

の
頃
に
於
け
る
去
來
在
江
説
は
成
立
た
な
い
も
の
と
し
、
伊
勢
紀
行
を
貞
享
三
年
秋
の
作
と
認
め
る
の
で
あ
る
ゆ

　
獪
、
芭
蕉
が
去
來
・に
會
つ
た
時
機
に
つ
い
て
問
題
に
な
る
の
は
、
其
角
の
い
つ
を
昔

(元
祿
三

年
型

)
中
の

　
　
　
　
　
續
み
な
し
ぐ
り
の
撰
び
に
も
れ
侍
り
し
に
、
首
尾
年
あ
り
て
、
此
集
の
人
足
に
く
は
ゝ
り
侍
る

　
　
　
　
鴨

啼

や

弓

矢

を

捨

て

十

餘

年

　

　

　

　

　

　

　

　
去

　

來

で
始
ま
る
嵐
雪

・
其
角
と
去
來
と
の
三
吟
歌
仙
で
あ
る
。
こ
の
前
書
の
意
味
が
、
こ
の
連
句
が
續
虚
栗
に
加

へ
ら
れ
得
る
時
期
ま
で
に
或

部
分
ま
で
出
來
て
ゐ
た
の
が
加

へ
ら
れ
す
、
そ
の
後
文
通
に
ょ
つ
て
首
尾
全
う
さ
れ
た
も
の
と
の
意
味
な
ち
ば
、
そ
の
或
部
分
ま
で
の
も

の
は
貞
享
三
年
冬
に
成
つ
た
竜
の
と
考

へ
得
よ
う
し
、
同
時
に
叉
當
時
去
來
・が
江
戸
に
來
て
ゐ
た
こ
と
に
も
な
る
で
あ
ら
う
。
從

つ
て
又



前
述

の

「
初
雲
雀
」
の
四
吟
歌
仙
は
、
去
來
が
江
戸
で
越
年
し
て
の
翌
春
の
作
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
で
あ
ら
う
。
尤
も
か
う
見
る
と
す
る

と
、
四
吟
歌
仙
の
芭
蕉
の
脇
句
の

「
族
な
る
友
を
さ
そ
ひ
越
す
春
」
の
句
意
の
方
か
ら
異
議
が
出
る
か
も
知
九
な
い
が
」
そ
れ
は
考

へ
樣

に
よ
る
こ
と
か
と
思
は
れ
る
の
で
、
姑
く
か
う
し
た
論
を
出
し
て
見
て
置
く
の
で
あ
る
が
、
い
つ
れ
に
し
て
も
去
來

が
貞
車
四
年
春
ま
で

の
間
に
來
江
し
た
こ
と
を
認
め
て
よ
い
や
う
で
あ
り
、
芭
蕉
と
去
來
と
の
初
對
顏
も
、
文
獻
上
か
ら
は
こ
の
時
に
あ
る
も
の
と
す
る
よ
り

外
な
い
か
と
思
ふ
の
で
あ
る
。

　
伊
勢
紀
行
及
び
芭
蕉

・
去
來
の
對
顔
に
つ
い
て
多
辯
を
弄
し
講.凡
嫌
が
あ
る
が
、
是
等
が
未
解
決
の
問
題
で
あ
つ
た

の
で
愚
考
を
提
出
し

て
見
た
ま
で
で
あ
る
。
獪
内
こ
れ
ま
で
、
可
南
女
が
去
來

の
妾
か
妻
か
の
點
が
問
題
に
な

つ
て
ゐ
た
が
、
こ
れ
ぱ
潁
原
氏
の
去
來
私
考
(轗

瑠
肺
知
年
)
に
於
て
、
始
め
は
妾
で
後
に
正
妻

に
直
さ
れ
た
も
の
と
さ
れ
、
そ
れ
は

「去
來
ガ
誠
」
に

,「
獪
お
も
ふ
人

の
な
き
に
し
も
あ
ら
で

云

々
」
、
丈
艸
の
潘
川
宛

の
手
紙
に
…昔
は
且
ハ足
を
賣

て
傾
城
に
か
ゝ
り
候
と
て
云
々
」
と
あ
る
そ
の
遊
女
で
あ
る
と
さ
れ
、
蕉
門
諸
生
全

傅

に
在
命
尼
と
し
て
ゐ
る
の
は
原
松
の
文
を
讀
み
誤

つ
た
も
の
で
あ
る
.と
さ
れ
た
の
は
、
動
か
し
難
い
鐵
案
で
あ
る
と
思
は
れ
る
。
尼
名

は
落
柿
舎
去
來
先
生
事
實
に

「
有
二

妾
一
名
貞
從
」
と
あ
る
こ
の
貞
從
が
そ
れ
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
。
獪
私
忙
は
去
來
の
本
宅
と
別
墅

落
柿
舎
と
の
關
係
も
問
題
で
、
こ
れ
に
つ
い
て
誰
か
誌
上
に
發
表
さ
れ
た
も

の
が
あ
つ
た
か
と
も
思
ふ
が
、
今
そ
れ
を
知
り
得
な
い
し
」

こ

丶
に
考
證
し
て
ゐ
る
暇
も
た
い
の
で
、
唯
落
柿
舍
の
み
に
つ
い
て
云
ふ
と
、
中
頃
毀
た
れ
た
こ
と
が
あ
る
や
う
で
あ
る
が
、
遲
く
も
元

祿

の
始
め

(
恐
ら
く
は
以
前
)
か
ら
あ
つ
て
去
來

の
殿
後
ま
で
も
存
在
し
た
こ
と
は
、
渡
鳥
集

・
「
落
柿
先
生

挽
歌
」
(教
)
そ
の
他
に
よ

つ

て
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
去
來

の
芭
蕉
入
門
は
其
嵐
二
子
に
比
べ
て
は
遲
か
つ
た
が
、
そ
の
代
り
始
め
か
ら
純
然
た
る
蕉
風
の
人
と
し
て
現
は
れ
て
來
、
京
都

の

蕉
門
の
中
心
人
物
、
寧
ろ
關
西
の
蕉
門
の
中
心
人
物
の
如
き
地
位
を
取
り
、
元
祿
四
年
凡
兆
と
共
に
蕉
風
の
絶
巓
を
な
す
猿
蓑
の
撰
、者
之



な

つ
た
。
芭
蕉
が
去
來
を

「
西
三
十
三
ヶ
國
の
俳
諧
奉
行

一
(櫛
嘱
駒
陣

と
云
つ
た
と
い
ふ
こ
と
も
、
支
考
が
本
朝
文
鑑
に

「
鎭
西

二
俳
諧

奉
行
ナ
リ
ト
故
翕

モ
稱
シ
給

ヘ
レ
バ
」
と
云
つ
て
ゐ
る
か
ら
事
實
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
㎏
誠
に
去
來
は
、
許
六
が

h
天
性
正
し
く
う
ま

れ
つ
き
た
ま
ふ
に
よ
め
て
」
へ融
來
)
と
云
つ
て
ゐ
る
や
う
に
、
篤
實
そ
の
も
の
Σ
如
き
八
物
で
、
蕉
風
の
正
統
派

の
旗
頭
の
如
き
地
位
を
取

つ
て
絡
始
し
た
の
で
あ
る
。
併
し
心
友
の
丈
艸
が

「
隨
分
か
た
や
も
叉
を
か
し
み
の
通
す
る
男
に
て
御
座
候
」
(潘
旧
宛

手
紙

)
と
云
つ
て
ゐ
る
や

う

に
、
ま
ん
ざ
ら
の
木
強
漢
で
も
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
今
少
し
く
諸
家
の
去
來
觀
を
眺
め
て
見
る
と
、
剛
愎
な
許
六
も
、
去
來
を
先
生

を
以
て
稱
し
、
去
來
の
意
見
を
徴
し
た
誹
諧
問
答
が
成
つ
て
ゐ
た
り
、
自
著
の
篇
突
を
批
判
さ
れ
た
族
寐
論
に
封
し

て
も

口
を
噤
み
、
「
去
.

來
ガ
誄
」
を
書

い
て
そ
の
死
を
惜
し
ん
だ
り
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
叉
許
六
の
去
來
觀
は
彼
れ
の
誇
大
性
を
考
慮
に
入
れ
て

多
少
割
引
し
て
考

へ
ね
ば
な
ら
な
い
。
許
六
は
誹
諧
問
答
に
於
て
は
、

　

,
光
生
の
風
雅
を
論
ぜ
ば
、
そ
の
器
す
ぐ
れ
て
よ
し
。
花
實
を
い
は
虻
、
花
は
三
ッ
に
し
て
實
は
七
ッ
な
り
。
天
性
正
し
く
う
ま
れ
つ
き
た
ま
ふ
に
よ
.

　
　

り
て
、
難
じ
て
言
は
ゞ
と
h
は
や
し
す
こ
し
か
け
た
り
。
故
に
不
易
體
の
句
は
多
け
れ
ど
も
|流
《
'
》

行
の
句
は
す
く
な
し
。
…
…
師
説
の
月
雪
を
經
給
ふ
・

　
　

故
に
、
天
晴
中
華
門
人
の
第

一
と
は
穩
す
。

　
　
　
　

水
う
み

の
水
増
り
け
り
五
月
雨

　
、　

　

凩
の
地

に
も
落

さ
ぬ
時
雨

か
な

　
　
　
　
杜

宇

鳴

や

雲

雀
.
の

十

文

字

　
　

な
ど
言

へ
る

一
代

の
秀
逸

の
句

い
く
ら
も
あ

り
。
師

の
句
た
り
と
も
な
か
く

上
に
立
が
た
し
。

一
人
も
う
ら
や
ま
ぬ
も

の
は
な
し
。
(調
蛸
)

と

云

ひ

、
一
去
來

ガ
誄

」

に
於

て
は

「
十
大

弟

子

」

の
晶

人
た

る
'こ
と

を

是

認
す

る

と
共

に
隔

　
　

京
師

に
か
ま

へ
て
諳
子

の
か
し
ら
に
坐
す
。
南
西

の
氣

を
押

へ
東
北

の
風
を
護
す
。
天
下
蕉
門

の
高
弟
と
稱
し
て
、
あ
ら
野

の
時
正
風
體

の
ま
な

こ



　
　

を
ひ
ら
き
て
、

　
　
　

湖
の
水
ま
さ
り
け
り
五
月
雨
と
か
や
。
猿
蓑
の
選
を
蒙
り
て
不
易
流
行
の
巷
を
わ
か
ち
、
後
猿
の
新
風
に
の
ぞ
み
て
も
絡
に
幽
玄
の
細
み
を
わ
す

　
　

れ
ず
、

　
　
　
　

木

が
ら
し

の
地
に
も
落
さ

ぬ
時
雨

か
な

　
　
　

ほ
と
ゝ
ぎ
す
啼
や
雲
雀
の
十
文
字
と
は
中
け
り
。
又
い
つ
れ
の
仲
秋
に
や
、

　
　
　

岩
ば
な
や
こ
ゝ
に
も
ひ
と
り
月
の
客
と
吟
じ
て
先
師
の
耳
を
驚
か
し
、
月
賞
翫
の
第

一
、
古
今
の
秀
逸
に
は
き
は
ま
り
た
り
。
す
べ
て
一
代
秀
逸

　
　

は
、

一
兩
句
も
て
る
人
さ
へ
稀
な
る
べ
し
、
此
お
の
こ
は
巳
に
數
旬
に
及
べ
り
。

な
ど
云
つ
て
ゐ
る
。
之
を
割
引
し
て
考

へ
る
と
す
れ
ば

略
盡
當
れ
る
に
近
い
も
の
と
云

へ
よ
う
。
支
考
は
口
歌

の
中

に

「
杉
風

・
去
來
は

實
情
を
寫
し
」
と
云
ひ
,
「
落
柿
先
生
,挽
歌
」
に
於
て
は

「誠
に
此
人
よ
、
風
雅
は
武
門
よ
り
出
れ
ば
、
か
た
き
所
に
や
は
ら
み
あ
り
て
、

先
師
も
そ
れ
を
ゆ
る
し
給

へ
り
し
が
」
と
云
ひ
、
風
之
は

「嵐
山
あ
ら
し
吹
柿
の
木
に
鳴
鳥
こ
そ
、
正
風
を
た
が
え
す
し
て
し
か
も
秀
逸

す

く
な
か
ら
す
。
岩
ば
な
や
爰
に
も
獨
月
の
客
と
、
さ
び
た
る

一
聲
に
山
ほ
と
」
ぎ
す
の
名
を
上
る
上
々
品

の
鳥
な
り
」
爵
談
耳
)
と
云
ひ
、

元
碌
寳
永
珍
話
は

「
其
風
格
雪
中
と
並
で
其
先
を
爭
ふ
べ
し
。
當
時
關
以
西
の
魁
な
り
」
と
云
つ
て
ゐ
る
。
い
つ
れ
も

略
塗
當
れ
る
の
言

で
あ
り
、
去
來
の
徳
望
を
思
は
し
め
る
も
の
が
あ
る
。
蕉
翕
六
感
な
る
も
の
に
は
、

　
　

實
な
る
事
去
來
に
及
ぱ
ず
。

　
　
　
　

應

々
と
い

へ
ど
叩
く
や
雪

の
門

と
あ
る
。
去
來

の
作
風
を
實
と
見
る
こ
と
は
、
上
述
の
許
六

・
支
考
の
言
を
始
め
と
し
て
後
ま
で
も
動

か
な

い
定
評

で
あ

る
.
五
明
も

「
去
來
は
直
く
し
て
さ
び
た
り
」
へ謝
夜
、、
或
は

雲

來
は
實
體
」
(鰰
夜
)
な
ど
云
つ
て
ゐ
る
。
・



　

去
來
は
、
編
著
の
多
き
を
貪
ら
す
、
緊
要
止
み
難
き
を
感
じ
て
始
め
て
著
述
し
た
も
の
の
み
で
あ
る
。
從
つ
て
そ
の
數
に
於
て
頗
る
少

な
い
が
、
い
つ
れ
も
蕉
風
に
於
け
る
指
針
と
な
り
準
總
と
な
る
べ
き
も

の
の
み
で
あ
る
。
伊
勢
紀
行
の
み
は
少
し
く
事
情
を
異
に
し
て
、

愛
妹
に
對
す

る
愛
情
と
師
敏
を
望
む
熱
意
と
に
よ
る
も
の
ら
し
い
が
、
猿
蓑
は
蕉
門
の
立
場
か
ら
緊
要
を
感
じ
て
の
も
の
と
思
は
れ
、
花

實
集

(翫
麟
計
年
)
・
蕨
寐
論

(元
藤
＋

二
年
成
)
も
正
に
さ
う
で
あ
る
。
(
去
來
抄
は
去
來
の
自
著
と
信
じ
難
い
故
に
省
か
ね
ば
な
ら
な
い
)。
而
も
猿
蓑

以
外
の
三
書
は
、
彼
が
生
前
に
自
ら
出
版
せ
す
い
つ
れ
も
後
人
に
よ
つ
て
出
版
さ
れ
て
ゐ
る
所
に
、
彼
れ
の
名
譽
心
の
淡
さ
と
篤
實
さ
と

が
あ
る
。
而
も
叉
浪
化

・
卯
七
等
他
人
の
撰
集
に
對
し
て
は
誠
實
に
助
力
し
て
ゐ
る
。
誠
に
去
來
は
蕉
風
に
忠
實
に
師
に
忠
實
で
あ
つ
た
。

彼
と
芭
蕉
及
び
蕉
風
と
の
關
係
の
如
何
に
篤
く
深
か
つ
た
か
は
、
花
實
集

・
族
寐
論
に
よ
つ
て
も
明
か
に
知
ら
れ
る
。
併
し
又
彼
に
は
か

う
し
た
こ
と
も
考

へ
ら
れ
る
や
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
彼
れ
の
篤
實
な
性
格
と
從
つ
て
そ
の
徳
望
と
が
、
彼
れ
の
俳
人
と
し
て
の
素
質
及
び

そ
の
作
を

稍
、
實
質
以
上
に
評
價
せ
し
め
て
ゐ
な
い
か
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
、
斯
く
て
變
風
者
も
出
る
間
に
蕉
風
の
牙
城
を
護

つ
た
彼
は
、

心
友
丈
艸
の
死
を

「
な
き
名
き
く
春
や
三
と
せ
の
生
別
れ
」
と
悼
ん
だ
共
の
同
じ
年
な
る
寳
永
元
年
の
九
月
十
日
、
愛
妻
と
二
娘
と
に
心

を
殘
し
つ
Σ
、
五
十
四
歳
を
以
て
逝
い
た
の
で
あ
る
。
霾
鮓
齔
り
勲
紅
舘
却
飆
笳
嫉
韆
讎
賭
圃
礁
柑
翫
謝
謄
穢
祉
μ
伽
甜
航
詑
碣
ポ
痢
畊
)。

　
去
來

の

一
族
に
は
俳
人
が
多
い
が
、
そ
れ
等
に
於
け
る
問
題
に
つ
い
て

一
言
し
て
置
か
う
。
弟

の
牡
年

(賄
嬲
識
砠
後
)
と
猿
蓑
及
び
己
が

光
な
ど
の
暮
年
と
同
人
か
別
人
か

の
問
題
で
あ
る
が
、
牡
年
は
暮
年

の
改
字

(副
晩
報
噛
襟
嬢
曲
鷹
)
と
見
る
べ
き
で
は
あ

る
ま
い
か
。
卯
七
の

姓
が
蓑
田
氏
で
あ
る
こ
と
は
、
西
國
|曲
《
ぶ
り
》

に

「
蓑
田
氏
の
卯
七
」
と
あ
る
の
で
疑
な
か
ら
う
が
、
去
來
の
甥
叉
は
弟
と
す

る
の
は
恐
ら
く
誤

で
、
和
漢
文
操
に
「
洛
ノ
去
來
ノ
從
弟
ナ
リ
」
と
あ
る
に
從
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。
田
上
,尼
が
去
來
の
叔
母
で
あ
る
こ
と
は
、
浪
化

の
元
祿

八
年
の
日
記
に

「
向
去
來
老
た
る
叔
母
關
趾
の
を
俘
ひ
て
云
女
」
と
あ
る
の
で
疑
あ
る
ま
い
。



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
　

　
内

藤

丈

艸

　
内
藤
丈
艸

(碪
攤
勸
隠
駄
傭
蛹
硬
鵬
筋
妙
卵
杖
躑
柑
奴
鮒
艮
蝸
破
臓
凝
脳
靨
沖
鯨
鴫
ザ
鼎
駄
囃
讖
腱
畷
紳
物
踊
初
嚇
就
蘇
紋
嘩
鋭
楠
劾
ボ
玩
臟
暾

の
評
傳
に
市
橋
鐸
氏
の
詳
細
で

且
優
れ
た
批
判
に
成
る
俳
入
丈
艸
が
あ
る
の
で
、
評
傳
と
し
て
は
殆
ど
之
に
盡
き
て
ゐ
る
と
云
つ
て
も
い
Σ
。
又
論
文
と
し
て
は
伊
藤
正

雄
氏

の
懶
窩
丈
艸

(鋼
轜
兼
潤
杖
縢
耀
和
)
は
優
れ
た
評
論
で
あ
る
の
で
、
必
す
併
せ
見
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
以
上
二
つ
の
も
の
が
あ
る
の
で
、

茲

に
述
べ
る
こ
と
も
兩
氏
の
も

の
に
負
ふ
所
が
多
い
の
で
あ
る
。

　
系
譜
的
方
面
は
市
橋
氏
の
著
に
讓
る
こ
と
と
し
て
、
主
と
し
て
俳
諧
關
係
方
面
を
述
べ
る
こ
と
に
す

る
。
丈
艸
の
九
歳
の
時
の
作
と
い

ふ　
　
　
　
發
句

し
て
笑
は
れ
に
け
り
今

日
の
月

と
い
ふ
句
は
、
五
十
囘
忌
追
善
集
の
龍
ヶ
岡
に
逸
話
と
共
に
傳

へ
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
九
歳
の
作
と
す

る
に
は
こ
れ
以
外
の

證
左

が
な
い
に
し
て
も
、
少
な
く
と
も
少
年
時
の
作
と
し
て
可
な
り
確
實
性
の
あ
る
も
の
と
云

へ
よ
う
。
そ
れ
は
兎
に
角
と
し
て
、
露
川

が

「
丈
草
の
昔
無
邊
の
時
よ
り
語
る
事
久
し
」
繭
の
、
と
い
つ
て
ゐ
る
所
に
よ
る
と
、
寧
ろ
漢
詩

に
専
心
し
て
ゐ
た
無
邊

の
時
代
か
ら
蕉
門

俳
人
と
の
交
渉
の
あ
?
.斥
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
然
る
に
元
祿
元
年

(
二
十
七
歳
)
に
家
を
異
母
弟

に
讓

つ
て
士
分
を
離
れ
て
遁
世
し
、

犬
山
を
去
つ
て
京
の
史
邦
の
許

に
出
で
、
翌
二
年
に
芭
蕉
と
對
顏
も
し
た
の
で
あ
る
が
、
去
來
が
こ
の
頃
か
ら

「
吟
會
多
く
は
此
人
を
|少
《
カ
　
》

す

」
動
鰰
褥
塀
蹠
倣
蝉
鐡
辮
墾
織
熱
))
と
云
ひ
、
芭
蕉
が

「
草
、
若
此
道
に
す

Σ
み
學
は
ゞ
、
人
の
上
に
立
た
ん
事
月
を
越
べ
か
ら
す
」
(銅
)
と
云

つ
た
と
い
ふ
か
ら
、
丈
艸
の
覆
ひ
難
い
優
れ
た
詩
的
天
分
は
達
眼
な
芭
蕉
に
早
く
も
見
拔
か
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。
事
實
丈
艸
の
旬

の
始
め
て
俳
諧
集
に
現
は
れ
る
の
は
芭
蕉
封
顏
か
ら
足
掛
三
年
後
の
元
祿
四
年
の
猿
蓑
の
十
二
句
で
あ
る
の
に
、
そ

の
十
二
句
が
概
括
的



に
見
て
猿
蓑
の
第

一
流
の
作
に
伍
す
べ
き
も
の
で
あ
る
點
か
ら
、
彼
れ
の
作
が
芭
蕉
對
顏
後

一
二
年

の
間
に
芭
蕉

の
豫
言
に
違
は
す
躍
進

し
た

こ
と
を
證
據
立
て
る
。
そ
れ
の
み
で
な
く
、
猿
蓑
の
跋
を
書
か
し
め
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
、
こ
Σ
に
彼
れ
の
俳
入
と
し
て
の
地
位
ー

そ
れ
は
彼
れ
の
入
物
及
び
學
識
に
よ
る
所
が
多
か
ら
う
と
考

へ
得
る
と
し
て
も
ー

の
躍
進
も
認
め
ら
れ
る
。
斯
く

て
同
年
芭
蕉
東
下
の

頃
、
去
來
が
芭
蕉

へ
の
途
翰
中
に
書
き
込
ん
だ
丈
艸
の

　
　
　
　
大
原

や
蝶

の
出

て
舞

ふ
朧
月

な
ど
の
二
三
の
句
に
對
し
て
、
芭
蕉
が
去
來

へ
の
返
事
中
に
、
丈
艸
の
風
雅
の
稍
よ
上
達
し
た
こ
と
を
評
し
て
「
此
繪
な
つ
か
し
と
い
へ
」

と
い
ひ
途
つ
た
と
云
ふ
へ倣
鯨
追
戛。
こ
の
翌
々
元
祿
六
年
頃

愈
玄
近
江
の
人
と
な
つ
た
ら
し
い
が

へ趨
殕
掩
沸
)、
そ
の
翌

七
年
に
は
途
に
芭
蕉

の
絡
焉

に
泣
か
ざ
る
を
得
な
く
な
つ
た
の
で
あ
る
。
而
も
そ
の
病
中
皆
で
夜
伽
の
句
を
作

つ
た
中
、
芭
蕉
は
丈
艸
の
　
　
　
　

.

　
　
　
　
う
つ
く

ま
る
藥

の
下

の
寒

さ
か
な

の
句
の
み
を

「
文
草
出
來
た
り
」
と
感
じ
た
の
で
、
先
輩
の
去
來
が

「
實
に
か
Σ
る
折
に
は
か
Σ
る
誠

こ
そ
う
ご
か
め
、
興
を
探
り
作
を

求

る
い
と
ま
あ
ら
じ
」
と
こ
の
時
始
め
て
思
ひ
知
つ
た
の
で
あ
つ
た
。
こ
の
事
實
に
就
い
て
私
が
特
に
感
す
る
の
は
、
こ
の
事

が
共
角
の

芭
蕉
翁
絡
焉
記

・
支
考
の
笈
日
記
の
い
つ
れ
に
も
記
さ
れ
て
ゐ
な
い
の
に
、
獨
り
去
來
の
み
が
同
年
浪
化

へ
芭
蕉

の
死
を
報
じ
た
書
簡
庫

に
、
自
己
の
夜
伽
の
句
と
丈
艸
の
前
記
の
句
と
の
二
句
を
擧
げ
、
丈
艸
の
句
に
つ
い
て

「
此
句
中
に
も
出
來
の
よ
し
病
翁
も
稱
美
ア
リ
」

と
記
し

(鞭
軸
コ
臑
玩
騰
七
)、
元
祿
十
　
年

の
族
寐
論
に
も

「
難
波
の
病
床
に
夜
伽
の
句
お
の
く

吟
じ
け
る
に
、
丈
草

の
句
の
み
賞
し
給

へ

り
」
と
記
し
、
更
に
又
丈
草
追
悼
文
に
至
つ
て
前
述
の
如
く
自
己
啓
發
の
恩
賚
感
と
共
に
特
記
し
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
」
に
去
來
の

謙
虚
な
篤
實
さ
と
丈
艸
に
對
す
る
知
己
の
情
と
を
感
ぜ
し
め
ら
れ
る
と
共
に
、
芭
蕉

の
丈
艸
に
對
す
る
深
大
な
認
識
と
文
艸
の
偉
大
さ
と

を
思
は
し
め
ら
れ
よ
う
と
思
ふ
の
で
あ
る
。
斯
く
て
元
來
眞
摯
で
熱
情
を
持
つ
丈
艸
は
、
師
恩
を
痛
感
し
た
結
果
三
年

の
心
喪
に
服
す
べ



く

決
心
し
た
が
、
こ
の
年
十

一
月
彼
れ
の
唯

一
の
著
述
た
る
隨
筆
ね
こ
ろ
び
草
を
書
い
た
の
で
あ
る
。
同
書
は
彼
れ
の
世
相
觀
人
生
觀
を

述

べ
た
も
の
で
あ
る
が
、
芭
蕉

の
死
が
そ
の
導
因
を
な
し
た
も
の
に
相
達
な
く
、
そ
れ
に
同
門

一
部
の
異
端
的
傾
向
に
封
す
る
憂
償
や
自

己
肉
體

の
病
弱
の
亢
進
な
ど
が
手
傅
つ
た
も
の
か
,
そ
の
見
方
が
餘
り
に
暗
く
極
端
で
、
平
正
を
失
し
た
畸
形
な
も

の
に
な
つ
て
ゐ
る
。

恐
ら
く
は
激
情
が
驥
し
た

一
時
的
な
晤
雲
で
、
併
し
こ
れ
あ

つ
て
却
つ
て
悟
り
の
霽
月
の
愈
、
明
か
と
な
り
行
く
こ
と
を
意
味
す
る
も
の

と
見
ら
れ
よ
う
。
斯
く
て
元
祿
九
年
に
三
年
の
心
喪
も
明
き
、
義
仲
寺
の
上
龍
ヶ
岡

の
佛
幻
庵
に
移
つ
た
が
、
も
う

こ
の
頃
は
干
靜
な
得

達

の
境
涯
に
入
つ
て
居
り
、
俳
境
も

愈
、
圓
熟
の
境
に
入
つ
て
來
、
彼
れ
の
優
れ
た
作
の
數
多
く
が
見
ら
れ
、
各
俳
人
と
の
交
渉
も

益
、

深
く
な
つ
て
行
く
樣
子
が
見
え
る
。
元
祿
十
三
年
に
は
春
か
ら
秋

へ
か
け
て
濃
尾
地
方
の
行
脚
を
し
た
が
、
そ
の
眞
蹟
の
族
記

(麒
)
が
短

文
な
が
ら
殘
つ
て
ゐ
て
、
之
に
よ
つ
て
彼
れ
の
心
境
の
進
み
も
窺
ひ
得
る
。

「
物
ぐ
さ
の
癖

に
物
淋
し
う
し
て
」
と
書
き
出
し

て
,
「
か
ん

こ
鳥
の
淋
し
き
ね
を
此
處
に
聞
定
め
ん
と
す
」
と
か
、
「
も
と
よ
り
此
身
の
か
よ
わ
く
病
が
ち
な
る
は
」
と
か
.
「
例

の
物
ぐ
さ
に
て
、
壁

に
も
た
れ
柱
に
ょ
り
か
」
る
所
な
ら
で
は
行
べ
く
心
地
せ
す
」
と
か
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
・

　
　

む
な
し
く
は
い
か
で
と
お
も
ひ
し
星
逢
の
筌
も
名
月
の
夜
も
、
た
黛
な
に
と
な
く
過
し
、
行
さ
き
み
丶
た
黛
此
た
黛
と
い
ふ
事
を
そ
え
た
り
け
る
。

と
云
つ
て
ゐ
る
こ
の

「
た
ゞ
」
が
、
自
ら
懶
窩
と
號
し
た
病
懶
の
丈
艸
が
今
や
肉
體
的
に
も
精
神
的
に
竜
徹
底
し
得
た
安
靜
…の
境
涯
な
の

で
あ
る
。
而
も

こ
の
記
の
末
尾
が

　
　
　
　
蓮

の
あ
る
所

へ
掃
く
そ
き
り
λ
ぐ

す

と

い
ふ
句
で
結
ば
れ
て
ゐ
て
、
こ
の
句
に
つ
い
て
誹
諧
耳
底
記
が

「
皆
人
感
じ
て
き
り
ぐ

す

の
法
師
と
そ
呼
け
り
」
と
云
つ
て
ゐ
る
程

俳
壇

の
注
意

を

惹

い
た

句

な

の
で

あ

る

が

、
誠

に

こ

の
句

は

、

丈

艸

の
本
來

の
面

目

の
慈

愛

が
打

出

さ

れ
來

つ

て
ゐ

る
も

の
と

云

へ
る
。

こ
の
年

は

芭

蕉

の
七

囘

忌

に
當

る

の
で

、

支
考

や

一
吟

の
逍

善

集

に
加

擔

し

、

一
吟

の
爲

に
は

追

悼

の
詞

(無
題
。
芭
蕉
句
選
拾
逡
に

は
芭
蕉
翕
遠
波
忌
追
悼
詞
)
を

書

い
て

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

'



ゐ
る
。
斯
く
て
翌
十
四
年

の
年
初
か
ら
三
年
間
、
故
翁
追
輻
の
爲
に
閉
…關
禁
足
の
誓
を
立
て
、
法
華
經
干
部
の
讀
誦
、

一
字

一
石
法
華
寫

經

の
經
塚
の
建
立
を
念
願
し
、
途
に
十
六
年
臘
八
の
尊
き
日
に
、
や
が
て
死
に
到
る
べ
き
病
苦
の
中
に
之
を
果
し
完

の
で
あ
る
。
こ
の
間

十
五
年
十

一
月
去
來
が
訪
ね
來
つ
て
歸
る
時
、
丈
艸
が
、

　
　
　
　
雪
曇
身

の
上
を

啼
く
鴉
哉

の
句
を
詠
ん
だ
が
、
こ
の
句
が
そ
の
身

の
讖
を
な
し
て
ゐ
る
の
も
哀
れ
で
あ
る
、
こ
の
三
年
閉
關
の
間
の
彼
に
つ
い
て
注
意
す
べ
き
二
通

の
書
簡
が
あ
る
。
そ
れ
は
門
人
潘
川
に
逡
つ
た
十
五
年
十
二
月
と
十
六
年

(?
・)
四
月
と
の
同
樣
の
文
致
の
長
翰
で
、
特
に
十
五
年
の
も

の
は
、
書
簡
文

(候
文
)
と
は
云
ひ
條
、
量
に
於
て
は
ね
こ
ろ
び
草
よ
り
も
も
つ
と
大
き
い

一
篇
の
隨
筆
的
内
容
を
な
す
も
の
で
、
そ
の

文
彩
の
及
び
難
い
も
の
が
あ
る
と
共
に
、
抑
揚
頓
挫
の
自
在
さ
と
善
謔
の
百
出
と
は
、
彼
れ
の
氣
稟
を
考

へ
當
時
の
彼
れ
を
考

へ
る
に
見

逃
が
し
難
い
も
の
で
あ
る
。
今
特
に
注
意
す
べ
き
點

々
を
唯
僅
か
に
拾
つ
て
見
る
と
、
「
た
ゞ
く

不
性
の
み
年

々
に
増
行
く
せ
に
」
と
い

ひ
、
「
答
二騒
人
起
ジ
予
」
の
自
作
詩
の
註
解
と
し
て

「
重
ね
て
御
見
舞
な
い
が
お
情
、
も
の
ぐ
さ
の
野
僭
は
、
た
f
老
木
の
枝
さ
び
し
く
、

風

に
も
ひ
で
か
ぬ
や
う
な
り
と
、
我
ま
Σ
を
申
た
る
が

一
物
」
と
云
ふ
な
ど
、
病
懶

の
愈
≧
募
り
來
つ
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
、
「
世
上
切
物

の
發
句
を
澤
山
に
い
た
し
候
と
の
御
事
、
ど
こ
や
ら
そ
こ
き
び
わ
る
く
覺
え
候
」
、
「
見
る
事
聞
く
事
た

貸
と
越
さ
ぬ
と
の
お
ほ
め
に
あ
つ

か
り
、
さ
の
み
腹
は
立
不
レ巾
候
」
な
ど
は
、
獨
り
潘
川
の
丈
艸
觀
の
み
で
は
な
い
と
云
へ
よ
う
し
、
去
來
に
つ
い
て

「
隨
分
か
た
や
も
叉

を
か
↓
み
の
通
す
る
男
に
て
御
座
候
」
と
云
つ
て
ゐ
る
の
も
こ
の
書
簡
な
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
叉
同
時
に
彼
自
身

に
そ
の
儘
當

て
簸
ま

る

こ
と
を
も
思
は
せ
ら
れ
よ
う
。
十
六
年
の
書
簡
で
は
、

　
　
　
　

行
春
の
底
を

ふ
る
ふ
や
松

の
華

　
　

い
つ
と
て
も
淋
し
き
所
を
能
す
る
も
の
ち
や
と
一
座
の
褒
美
、
腹
中
か
ら
淋
し
け
れ
ば
句
も
さ
び
た
り
と
、
自
慢
に
續
て
云
々
。



の
書

き
出
し
は
、
彼
の
句
質
を
告
白
し
て
遺
憾
な
き
も
の
で
あ
ら
う
し
、
「
句
ど
も
次
第
々
々
に
す
り
込
す
り
さ
が
り
申
候
や
う
に
て
、
だ

ま
り
が
ち
に
の
み
打
過
候
故
は
か
み
＼
し
か
ら
す
、
御
日
に
か
け
候
や
う
な
も
の
も
な
く
、
扨

々
口
惜
候
」
は
、
牛
ば
謙
遜
で
は
あ
る
も

の
N
叉
病
勢
懶
歌
こ
ゝ
に
至
つ
た
こ
と
も
事
實
な
の
で
あ
る
。
特
に

「
秋
迄
露
の
身
の
淌
え
す
ば
と
云

々
」
は
、
口ハ
の
お
座
な
り
の
い
ひ

草
以
上
翌
春
死
殻
の
豫
感
で
は
な
い
か
と
、

一
入
の
哀
れ
を
催
さ
せ
る
。

　
丈
艸
の
資
質
及
び
作
風
は
、
以
上
で
最
早

略
、
明
か
に
な

つ
て
ゐ
る
と
云
つ
て
も
よ
か
ら
う
が
、
こ
ゝ
に
獪
少
し
く
蛇
足
を
添

へ
て
見

た
い
。
彼
が
芭
蕉

の
如
く
去
來

の
如
く
徳
の
人
で
あ
つ
た
こ
と
は
、
彼
れ
の
親
友
の

一
人
正
秀
が
彼
れ
の
絡
焉
記
(臙
)
に

「
其
徳

の
高
き

に
や
」
、
「常

の
高
徳
に
や
」
な
ど
の
言
葉
を
出
さ
す
に
ゐ
ら
れ
な
か
つ
た
こ
と
で
も
明
か
で
あ
ら
う
、
然
る
に
早
く
禪

に
參
じ
て
悟
道
的

な
傾
向
を
取
り
、
俳
諳
に
於
て
も
、

　
　

性
苦
し
み
學
ぶ
事
を
好
ま
ず
、
感
有
て
吟
じ
、
八
あ
り
て
談
じ
、
常
は
此
事
打
亡心ら
れ
た
る
が
ご
と
し
。
(黻
蝉
追
)

と
去
來
が
云
つ
た
や
う
な
態
度
で
、
言
は
ビ
天
才
が
唯
天
來

に
任
せ
て
ゐ
る
と
云
ふ
が
如
き
態
度
な
の
で
あ
る
。
眞
劍
で
な
い
眞
實
の
觸

發
、
或
は
か
う
云
つ
て
い
丶
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
故
、

　
　

孤
山
の
雪
の
曙
に
詠
ぜ
し
隱
士
、
白
川
の
關
路
の
秋
に
嘱
し
法
師
は
、
い
つ
れ
も

一
生
の
吟
稿
を
收
て
、
入
し
れ
ず
土
の
底
に
埋
捨
侍
け
る
と
や
。

　
　

た
ぐ
ひ
な
き
道
の
志
、
う
づ
め
ば
獪
く
も
り
な
き
光
の
あ
ら
は
れ
て
、
千
載
の
後
に
い
た
る
べ
し
。
(籏
磐
敍

)

と
云
ふ
如
き
高
踏
的
な
考

へ
方
に
も
な
る
の
で
あ
り
、
獪
俳
諧
そ
の
も
の
を
も
、
「
ほ
そ

き
筋

よ
り
ふ
か
き
道
に
も
お
も
む
く
便
り
成
べ

し
」
(胴
)
と
さ

へ
見
る
の
で
あ
る
。
か
う
し
た
丈
艸
で
あ
る
か
ら
、
止
み
難
き
激
情
の
結
果
書
い
た
ね
こ
ろ
び
草

の
外
は

一
書

一
集

の
著

述
も
な
く
、
叉
彼
に
は
剩
語
と
竜
思
は
れ
た
で
あ
ら
う
纏
つ
た
俳
論
を
も
遶
べ
て
ゐ
な
い
。
唯
聞
か
れ
る
も
の
は
折
に
觸
れ
て
の
断
想
零

語
で
あ
る
。
そ
の
斷
想
零
語
の
中
に
、
去
來

の

「
應

六
乏
い
へ
ど
叩
く
や
雪
の
門
」
の
句
に
つ
い
て
同
門
の
評
が
あ
つ
た
時
、
彼
が
、



　
　

此
句
不
易
に
し
て
流
行
の
正
中
を
得
た
り
(花
實
集

〉。

と
云
つ
た
如
き
も
の
が
あ
つ
て
、

こ
の

一
見
パ
ラ
ド
ク
ス
の
如
き

こ
の
言
葉
こ
そ
翼
に
芭
蕉
の
不
易
流
行

の
眞
諦
を
悟
了
し
道
破
し
た
も

の
で
あ
る
。
今
諸
家
の
云
ふ
所
を
少
し
く
聞
い
て
見
る
と
、
支
考
は

「丈
草
は
本
よ
り
無
依
の
道
心
に
し
て
」
(卜
論
爲

辨
抄

)、
「
尤
モ
堅
固
ノ
道

心

ト
ゾ
」
(躰
翻
)、
「蕉
門
無
双
の
道
心
な
り
」
嫡
鯲
)
な
ど
繰
返
し
云
つ
て
ゐ
る
が
、
誠
に
丈
艸
は
俳
人
と
云
ふ
よ
り
も
寧
ろ
道
心
と
云
つ

た
方
が
よ
り
適
切
な
風
格
を
持
つ
。
蕉
門
二
哲
考
に
引
く
秋
擧
筆
記
に
は

「
翁
の
爲
に
は
か
の
顏
淵
と
も
い
ふ
べ
け
ん
」
と
云
つ
て
ゐ
る

が
、
蕉
門
十
哲

の
人
々
を
孔
門
十
哲
に
當
て
る
な
ら
ば
丈
艸
は
正
に
顔
囘
と
云
つ
て
よ
く
、
蕉
門
十
哲
、
否
芭
蕉

の
門
人
中
芭
蕉
の
眞
諦

を
眞
に
體
現
し
た
者
を
求
め
る
な
ら
ば
、
丈
艸
を
以
て
第

一
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。
作
風
に
つ
い
て
は
、
去
來
が

「
そ
の

静
な
る
事
丈
草
に
及
ば
す
」
(旅
寐
論

自
序

)
と
云
つ
て
ゐ
る
事
は
周
知
の
こ
と
と
し
て
、
蕉
翁
六
感
な
る
も
の
に
も
同
樣
に
あ
り
、
五
明
は

「
丈

草
は
さ
び
し
み
に
作
あ
り
」
(謝
夜
)
と
云
つ
て
ゐ
た
が
、
去
來

の
意
味
す
る
所
も
恐
ら
く
同
じ
意
味
と
見
て
よ
く
、
畢
竟
は
丈
艸
自
ら
告
白

す

る
所
と

一
致
す
る
ま
で
の
こ
と
で
あ
る
。
例

の
許
六
は
、

　
　

丈
草
が
器
よ
し
・
花
實
と
も
に
大
方
相
應
甘

・
い
と
ま
あ
る
身
な
れ
ば
發
句
も
多
し
・
少
麺

の
過
た
る
か
た
な
り
・

　

　
　

　

青

r繍
の
)
だ

け

は

持

殘

さ

ぬ

や

面

し

ろ

み

　

　

と
い

へ
る
句
な
ど
む
つ
か
し
。
釋
氏

の
風
雅

た
る
に
よ

つ
て
、

一
筋

に
身
を
な
げ
う
ち
た
る
所
見
え
ず
。
た

と

へ
ば
與
に
乘

じ
て
來
り
、
與

つ
き

て

　

　

歸

る
と
言

へ
る
が
ご
と
し
。
こ
の
僭
の
句
、

た
し
か

に
善
悪
と
も

に

一
筋

に
見

え
た
り
。

と

云

つ

て
ゐ

る

が

、
理

由

を

釋

氏

に
求

め

る

點

は

一
般

的
過

ぎ

て
當

り

に

く

く

、
花

實

相

應

と
見

る
點

も
實

が
勝

る

と
見

る

べ
き

で
は

な

い
か

と
思

は
れ

る
け

れ

ど

も

、
そ

の
他

は
如

何

に
も

と

首

肯

せ

し

め

る
も

の

で
あ

る
。
併

し
な

が

ら
、

許

六

の

い

ふ
如

き
む

つ

か

し
き

悪

い
句

或

は

拙

劣

な

句

は

比
較

的

少

な

い

の

で
、

茲

に
丈

艸

の
偉

大

さ

の
あ

る

こ
と
を

云

ひ
添

へ
て
置

か

ね

ば
な

ら
な

い
。
斯

く

て
文

艸

は
、



　
　
　
　

着

て
た
て
ば
夜

の
ふ
す
ま
も
な
か
り
け
り
(齣
の
)

の
句
を
病
中
吟
と
し
て
、
竇
永
元
年
二
月
二
十
四
日
、
去
來
に
先
だ
つ
こ
と
八
ヶ
月
に
し
て
,
「
正
念

い
と
め
で
た
く
」
壯
年
の
四
十
三
歳

を

一
期
と
し
て

「
ひ
と
り
法
師
」
(噂
紲
)
の
生
涯
を
閉
ぢ
た
の
で
あ
る
。
野
坡
は

「
翕
死
後
に
は
東
西
の
門
人
丈
艸
を
し
た
ひ
申
事
、
此
人

の
さ

の
み
世
に
差
嵩
る
程
の
事
も
な
く
候

へ
ど
も
、
翕
の
俳
神
を
得
ら
れ
候
に
や
、
う
ら
や
み
申
事
に
候
」
傭
嫁
馳
)
と

云
つ
て
ゐ
る
が
、

果
し

て
族
袋
の
敍
に
丈
艸
の
述
べ
た
所
が
い
し
く
も
彼
自
身
の
上
に
實
現
し
て
ゐ
る
と
云
つ
て
も
差
支
な
か
ら
う
。

　
茲

に
以
上
述
べ
來
つ
た
四
人
に
亙
つ
て

一
言
し

て
置
か
う
。
志
倉
西
馬
は
芭
蕉
と
以
上
の
四
人
と
の
俳
句
を
編
纂

し
て

一
翁
四
哲
集

(鞍
黴
哲

と
題
し
て
出
版
し
た
が
、
四
哲
の
稱
が
こ
れ
よ
り
前
に
あ
る
か
ど
う
か
、
何
と
も
云

へ
な
い
。
併
し
か
う
な
り
來
る
こ
と
の
淵
源

を
な
し
た
も
の
と
し
て
は
、
前
編
第
二
章
に
引
い
た
支
考
の
東
山
萬
句
の

「
告
文
」
及
び

「
通
夜
物
語
の
表
」
の
語
が
あ
り
、
獪
こ
の
本

を
な
す
も
の
と
し
て
は
芭
蕉
の

「
門
人
に
共
角

・
嵐
雪
有
」
を
考

へ
得
る
で
あ
ら
う
。
然
る
に
西
馬
の
門
人
の
三
浦
若
海
は
去
來
と
丈
艸

と
の
傳
記
資
料
を
編
輯
し
て
蕉
門
二
哲
考

(稿本
)
と
題
し
た
が
、

こ
の
二
哲
の
稱
は
、
南

々
●
寄
三

(
共
に
逸
淵
門
)
の
去
來
伊
勢
紀
行

・

丈
草
寐
轉
草
合
冊
纛
砺
三
)
の
逸
淵
の
跋
に
見
え
て
ゐ
る
が
、
こ
れ
よ
り
前
に
あ
る
か
ど
う
か
は
斷
言
し
難
い
。
尤
も

こ
れ
も
そ
の
淵
源
は

上
述

の
支
考
の
語
あ
た
り
に
あ
ら
う
と
見
ら
れ
も
し
よ
う
が
、
そ
れ
よ
り
も
本
朝
文
鑑
に
丈
艸
の
「
六
玉
川
,前
贊
」
及
び
去
來

の

「
六
玉

川
,
後
贊
」
の
二
篇
に
總
括
的
に
與

へ
た
支
考
の
評
に
、
「
誠
ヤ
蕉
門

二
去
來

・
丈
草
ア
リ
ト
ハ
云
々
」
と
あ
る
も
の
な
ど
が
特
に
注
意
さ

れ
ね
ば
な
る
ま
い
。
斯
く
て
蝶
夢
が
去
來
發
句
集
(
上
)
・
丈
草
發
句
集

(下
)
の
姉
妹
集
を
編
纂
し
、
そ
の
序
(鯛
繍
八
)
に

「關
東
に
共
角

・
嵐

雪
と
い
ひ
、
關
西
に
去
來

・
丈
草
と
て
、
難
弟
難
兄
の
上
足
な
れ
ど
も
」
と
云
ひ
つ
ゝ
、
斯
く
こ
の
二
人
の
姉
妹
集
を
編
纂
し
て
ゐ

る
こ
と
は
、
南

々
・
寄
三
や
西
馬
や
若
海
の
企
圖
の
直
接
或
は
間
接
の
先
行
を
な
す
も
の
と
云
つ
て
よ
か
ら
う
。



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
　

　
杉

山

杉

風

　
杉
山
杉
風
の
傳
記
に
は
、
高
木
蒼
梧
氏
が
普
通
に
集
め
得
る
資
料
の
上
に
杉
山
家
傳
來
の
貴
重
な
資
料
を
併
せ
て
詳
細
に
記
述
さ
れ
た

「
杉
山
杉
風
傳
」
(哨
瞞
撫
黼
鍬
年
)
が
あ
る
の
で
、
こ
Σ
に
述
べ
る
こ
と
も
殆
ど
之
に
據
る
こ
と
に
な
り
、
主
と
し
て
從
來
の
誤
の
點
を
訂
し

て
置
く
程
度
に
止
め
、
極
め
て
僅
か
な
附
加
を
な
し

て
置
く
位
に
過
ぎ
な
い
。

　
杉
風
祕
記
拔
書
に

「
杉
風
本
國
三
河
」
と
あ
る
の
は
、
杉
風

(
二
代
鯉
屋
市
兵
衞
)
の
長
女
の
聟
養
子
隨
夢

(
三
代
鯉
屋
市
兵
衞
)
の

生
國
を
誤
つ
た
の
で
、
杉
風
の
父
仙
風

(
初
代
鯉
屋
市
兵
衞
)
の
本
國
が
攝
津
今
津
村
で
、
江
戸
本
小
田
原
町

一
丁
日
に
出
て
魚
問
屋
を

營
み
、
幕
府
の
鯉
御
用
を
勤
め
る
所
謂
御
納
屋
で
あ
つ
た
、
芭
蕉
が
寛
文
十
二
年
に
江
戸

へ
出
充
時
、
ど
こ
へ
身
を
寄
せ
た
か
は
判
然
し

な

い
や
う
で
、
從
つ
て
杉
風
が
芭
蕉
に
接
觸
す
る
に
至
つ
た
關
係
及
び
入
門
の
時
期
も
判
然
し
な
い
の
で
あ
る
が
、
芭
蕉
の
東
下
後
餘
り

多
く
經
た
な
い
頃
に
入
門
し
た
こ
と
は
考

へ
ら
れ
る
や
う
で
あ
る
。
杉
風
の
作
と
し
て
知
ら
れ
る
最
も
早
い
も
の
は
、
芭
蕉
と
杉
風
と
の

兩
吟
百
韵
の

「
い
ろ
つ
く
や
」

の
卷
、
或
は
、

　
　
　
　
聲
萬
歳

よ
も

い
ち
が
日
御
代

の
春
(江
戸
廣

小
路

)

な
ど
で
、
是
等
は
延
簧
五
六
年
頃
の
作
と
思
は
れ
る
。
云
ふ
ま
で
も
な
く
當
時

の
芭
蕉
と
共
に
談
林
調
で
あ
る
。
斯
く
て
延
寳
八
年
の
常

盤
屋
句
合
及
び
桃
青
門
弟
獨
吟
二
卜
歌
仙
を
經
て
芭
蕉
と
共
に
漸
次
新
境
地

へ
移
つ
て
行
つ
た
の
で
あ
る
。
芭
蕉
に
入
門
後
芭
蕉
の
有
力

な
扶
持
者
で
あ
つ
た
彼
が
芭
蕉

に
深
川
の
芭
蕉
庵
を
提
供
し
た
の
は
、

こ
の
年
の
冬
か
或
は
翌
天
和
元
年
か
で
、
同
門
の
笠
翁

(破
笠
)

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(貢
)

が
芭
蕉
庵
に
關
し
て
、
「
臺
所
の
は
し
ら
に
ふ
く
べ
を
懸

て
あ
り
。
二
升
四
合
も
入
べ
き
米
入
也
。
杉
風

・
文
鱗
弟
子

の
見
次
に
て
、
米
な

く
な
れ
ば
又
入
れ
て
あ
り
」
(黜
の
)
と
い
ふ
の
も
芭
蕉

の
杉
風

へ
の
手
紙
な
ど
N
併
せ
考

へ
て
尤
も
ら
し
く
思
は
れ
る
。
以
上
の
如
く
杉
風



は
、
芭
蕉
に
入
門
し
た
の
も
早
く
、
作

の
技
量
に
於
て
も
相
當
で
、
特
に
人
物
が
篤
實
で
徳
望
も
あ
つ
た
も
の
ら
し
く
、
斯
く
江
戸
蕉
門

め

故
老
で
人
物
が
蕉
門
の
中
心
を
な
す
如
き
人
で
あ
つ
た
か
ら
か
、
芭
蕉
は
西
の
去
來
を

「
西
三
十
三
ヶ
國
の
俳
諧
奉
行
」
と
云
つ
た
の

に
封
し
て
、
杉
風
を

「
束
三
十
三
ヶ
國
の
俳
諧
奉
行
」
と
云
っ
た
と
い
ふ

(彫
膕
胸
集
)。
曩
に
去
來

の
條
で
私
は
去
來

の
そ
れ
を
信
じ
て
よ

い
も
の
と
し
た
の
で
あ
つ
た
が
、
去
來

の
そ
れ
が
信
ぜ
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
相
封
物
を
持
つ
べ
き
も
の
で
あ
る
點
か
ら
、
白
然
杉

風

の
そ
れ
も
信
じ
て
よ
い
も
の
と
な
る
で
あ
ら
う
。
斯
く
て
芭
蕉
が
殻
す

る
や
、
杉
風
は
深
川
長
慶
寺
に
塚
を
築
き
、
芭
蕉
が

「
世
に
ふ

る
も
更
に
宗
祗
の
や
ど
り
哉
」
の
句
を
書
き
遺
し
た
短
冊
を
埋
め
て
發
句
塚
と
稱
し
た
。
塚
の
靈
と
し
た
短
冊
の
句
は
、
杉
風
が

「
此
ほ

つ
句
は
、
ば
せ
を
庵
の

一
生
の
無
ゐ
な
る
べ
し
」
と
云
つ
て
ゐ
た
も
の
で
あ
る
(笈
日
記

)。

　
杉
風
は
い
つ
頃
か
ら
で
あ
る
か
耳
が
遠
か

つ
た
。
彼
自
ら
江
戸
詰

の
大
聖
寺

の
藩
士
厚
爲
に
途
つ
た
書
簡

(元
祿
十
二
年
か

杉
風
五
十
三
歳
)
に
、
「
殊
に
病

衰
者
、
殊
に
耳
殊
之
外
遠
く
御
座
候
間
云
々
」
と
云
つ
て
居
り
、
許
六
は

「常
に
病
が
ち
に
し
て
し
か
も
聾
な
り
」
(同
門
評
剣
)
と
云
つ
て
ゐ
る
^

蓼
太
は
俳
諧
雪
お
ろ
し

(囓
皹
元
)
に
「
む
か
し
芭
蕉
翁
は
門
人
杉
風
が
耳
の
う
と
き
を
な
げ
き
、

一
生
聾
と
い
ふ
句
を
し
給
は
す
と
そ
。
是

等
を
風
雅
の
信
と
も
い
ふ
べ
け
れ
」
と
云
ひ
、
大
江
丸
は
俳
ざ
ん
げ
に
こ
れ
を
引
き
、
蕉
門
諸
生
全
傳
は

「
翕
始
聾

の
句
連
中
禁
た
り
と

そ
し
と
云
つ
て
ゐ
る
が
、
こ
れ
は
こ
れ
だ
け
で
は
獪
確
實
と
は
云
ひ
難
い
け
れ
ど
も
、
芭
蕉
が
杉
風
の
聾
を
憐
ん
だ

で
あ
ら
う
こ
と
は
想

像

に
餘
り
あ
る
。
特
に
又
許
六
の
云
ふ
通
り
病
身

で
あ
つ
た
ら
し
く
、
彼
自
ら

「
雲
見
」

の
文
(そ
こ
の
花
)
に
於
て
、
「
予
は
常
々
煩
し
け
れ
ば

と

、
人
々
さ
ま
た
ぐ
る
云
々
」
、

　
　
　
　
覺

悟

し

て

風

引

に

行

雪

見

哉

と
詠
ん
で
居
り
、
獪
猿
蓑
に
あ
る

　
　
　
　
が

つ
く
り
と
ぬ
け
初

る
齒

や
秋

の
風



の
句
は
、
元
祿
三
年
に
杉
風
か
ら
芭
蕉

へ
逸
つ
た
書
簡
1

ー
こ
れ
に
煩
つ
て
ゐ
て
本
復
し
た
こ
と
を
も
報
じ
て
ゐ
る
ー

に

「
が
つ
く
り

と
身
の
秋
や
齒
の
ぬ
け
し
跡
」
(初
案
で

あ
ら
う
)
と
あ
る
も
の
で
、
元
祿
三
年
は
四
十
四
歳
の
時
に
當
る
か
ら
、
齒
の
衰

へ
も
病
蓑
に
關
係
の
あ
る

も

の
丶
や
う
に
思
は
れ
る
の
で
あ
る
。
而
も
彼
が
八
十
六
歳
の
長
命
を
保
つ
た
の
は
、
所
謂
柳
の
枝
に
雪
折
が
な
い
と
云
つ
た
や
う
な
養

生
保
健
の
然
ら
し
め
た
も
の
か
と
思
は
れ
る
。

　

翼
僞
混
淆

の
定
評
あ
る
蕉
門
頭
陀
物
語
が
、
「杉
風
は
蕉
門
の
子
貢
也
」
と
評
し
て
ゐ
る
の
は
、
如
何
に
も
と
首
肯
せ
し
め
ら
れ
る
が
、

「
翕
の
|赴
音
《
　
　
　
》

を
聞
と
ひ
と
し
く
、
我
職
の
魚
鳥
を
う
り
捨
、
門
を
閉
、
簾
を
お
ろ
し
、
中
陰
お
ご
そ
か
に
つ
と
め
、
長
慶
寺
に
發
句
塚
を

い
と
な
み
」
と
い
ふ
前
牛
の
方
は
、
既
に
保
證
す
べ
き
竜
の
が
な
く
、
「其
後
支
考
と
交
を
た
つ
。
か
れ
は
芭
蕉
の
名
を
告
て
風
雅
を
錢
に

す
。
あ
さ
ま
し
の
坊
や
。
も
し
東
武
に
脚
を
入
ば
兩
脚
を
き
り
折

ら
ん
と
、
|老
《
(
矛
力
)
》

を
噛
て
匐
し
と
そ
」
は
、
誹
諧
世
説
が
牧
童
の
草
苅
笛

(元
祿
十

六
年
刊
)
に
見
え
る
杉
風
か
ら
支
考

へ
途
つ
た
書
簡
を
引
い
て
否
定
し
て
ゐ
る
。
併
し
誹
諧
耳
底
記
に
、

　
　

東
の
杉
の
稍
に
正
風
を
守
る
鳥
あ
り
。
美
濃
の
ほ
ど
け
を
甚
に
く
む
。
大
廻
し
を
自
得
し
て
翕
に
ほ
め
ら
れ
た
り
。

と
あ
る
か
ら
、
頭
陀
物
語
の
云
ふ
所
も
ま
ん
ざ
ら
の
虚
構
で
も
な

い
ら
し
く
、
彼
此
を
突
合
せ
て
考

へ
る
と
、
杉
風
が
支
考
の
變
風
を
憎

ん
だ
の
で
は
あ
ら
う
が
、
篤
實

で
圓
滿
性
が
あ
つ
た
ら
う
と
思
は
れ
る
彼
は
、
牙
を
噛
ん
で
匐
し
る
と
か
絶
交
す
る
と
か
云
ふ
こ
と
ま
で

に
は
至
ら
な
か
つ
た
の
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
。

　
束

の
俳
諧
奉
行
の
杉
風
は
、
そ
の
著
作
の
點
に
於
て
西
の
俳
諧
奉
行
の
去
來
よ
り
も
も
つ
と
少
な
い
。
杉
風
は
そ
れ
程
著
作
に
は
恬
淡

で
あ
つ
た
ら
し
く
、
叉
彼
れ
の
病
身
と
聾
と
が
然
ら
し
め
た
點
も
あ
る
か
と
思
は
れ
る
。
で
、
こ
の
點
で
は
寧
ろ
丈
艸
に
似
た
所
が
あ
る
。

常

盤
屋
句
合
は
其
角
に
示
唆
さ
れ
て
其
角
の
田
舍
句
合
と
姉
妹
篇
を
な
す
も
の
と
し
て
試
み
ら
れ
た
も
の
ら
し
く
、
ま
だ
三
十
四
歳
と
い

ふ
少
壯
時
の
覊
氣
匠
氣

に
動
か
さ
れ
た
も
の
ゝ
や
う
で
あ
る
。
丁
度
丈
艸
が

一
時
の
激
情
か
ら
ね
こ
ろ
び
草
を
書
い
た
こ
と
に
或
點
ま
で



比
べ
ら
れ
な
い
こ
と
も
た
い
.
然
る
に
そ
の
後
は
、
其
角
の
虚
栗
に
合
力
し
た
と
傳

へ
ら
れ
、
叉
元
祿
七
年
刊
の
子
珊
の
別
座
敷
も
杉
風

の
助
力
が
考

へ
ら
れ
、
實
永
二
年
刊

の
岱
水

(
苔
翠
)
の
本
曾
の
谷
も
合
力
し
た
と
思
は
れ
る
が
、
自

ら
進
ん
で
撰
集
を
出
す
や
う
な
こ

と
は
や
つ
て
ゐ
な
い
。
唯
こ
の
聞
に
、
元
祿
.二
年
に
短
篇
の
角
田
川
紀
行
が
書
か
れ
て
居
り
、
芭
蕉
の
殿
後
そ
の
七
囘
忌
追
善
集
と
し
て

冬
か
づ
ら
(元
隷
十

四
年
刊
)
が
編
ま
れ
て
ゐ
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
外
に
寫
本
と
し
て
傳
は
る
杉
風
傳
書
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
芭
蕉
か
ら
形
見
と
し

て
譲
ら
れ
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
採
茶
庵
派
を
再
與
し
た
亭
山
梅
人
の
云
ふ
所
に
ょ
る
と
、
杉
風
は
控
帖

・
詠
草

・
祕
記
そ
の
他
を
整
理

出
版
も
せ
す
に
遺
し
た
の
で
、
梅
人
が
そ
れ
に
ょ
つ
て
杉
風
句
集
や
續
深
川
集
な
ど
を
出
版
し
た
の
で
あ
る
、
最
後
に
杉
風
の
作
風
に
對

す
る
説
を
見
る
と
、
私
に
は
多
く
は
見
當
ら
な
い
が
、
例
の
許
六
は
、

　
　

杉
風
二
十
餘
年
の
高
弟
、
う
つ
わ
も
鈍
な
ら
ず
、
執
心
も
か
た
の
ご
と
く
ふ
か
し
。
花
實
は
實
過
た
り
。
常
に
病
が
ち
に
し
て
し
か
も
聾
な
り
。
師

　
　

は
不
易
流
行
を
説
て
聞
か
せ
た
ま
へ
ど
も
、
杉
風
が
耳
に
は
前
後
傘
な
ら
で
は
入
が
た
し
。
故
に
牛
分
は
流
行
し
て
牛
分
は
二
十
餘
年
う
こ
か
ず
。

　
　

し
か
れ
ど
も
久
し
く
名
人
に
し
た
が
ふ
故
に
、
別
座
敷
に
す
こ
し
血
脈
あ
ら
わ
れ
た
り
(同
門
許
製
)。

と
云

つ
て
ゐ
る
。
例
に
よ
つ
て
割
引
し
て
考

へ
ね
ば
な
ら
な

い
が
、
許
六
が
流
行
が
乏
し
い
と
い
ふ
の
は
、

一
面
か
ら
云

へ
ば
杉
風
の
作

風
が
そ
れ
程
實
着
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
、
支
考
は

「
杉
風

・
去
來
は
實
情
を
・冩
し
」
(口
)
と
云
つ
て
去
來
と
東
西
封
同

さ
せ
て
居
り
、
五
明
は

一杉
風

・
野
坡
は
淺
く
し
て
淡
し
」
(謝
夜
)
と
い
ひ
、

一
方
で
は

「杉
風
が
風
淺
く
し
て
直
し
」
、
「
野
坡
が
風
は
淺

く
し
て
さ
び
た
り
」
(鏐
の
)
と
多
少
の
相
異
を
附
け
て
ゐ
る
。
五
明
に
據
つ
た
于
當
は

「,杉
風

・
野
坡
は
こ
ゝ
ろ
ひ
と
つ
に
し
て
、
只
か
る

み
に
遊
ぶ
と
な
ん
」
(欄
糒
水
)
と
輕
み
に
於
て
共
通
す
る
も
の
と
し
て
ゐ
る
。
五
明
や
于
當
が
野
坡
と
類
同
覗
し
す
る
や
う
に
、
杉
風
の
作

風
が
野
坡
の
輕
み
に
近
い
所
が
な
い
で
は
な
い
が
、
輕
み

と
い
ふ
よ
り
も
寧
ろ
李
明
と
云
つ
た
方
が
適
切
で
あ
ら
う
し
、
叉
深
く
は
な
い

が
野
坡
ほ
ど
の
淺
俗
さ
は
た
く
、
も
つ
と
晶
位
の
あ
る
も
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
五
明
や
于
當
の
|見
《
り
》

方
は
適
切
で
な
い
と
云
つ
て
よ
く
、



許

六
や
支
考
の
云
ふ
や
う
に
實
が
勝
つ
て
ゐ
て
、
且
罕
明
た
も
の
で
あ
る
と
云
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。
斯
く
て
杉
風
は
、
聟
養
子
を
し
て
か

ら
名
を

一
元
と
改
め
、
晩
年
衰
杖

・
嚢
翁
な
ど
號
し
て
ゐ
た
が
、
享
保
十
七
年
六
月
・十
三
日
、

　
　
　
　
痩
顏

に
團
扇
を
か
ざ
し
絶

し
息

の
句
を
辭
世
と
し
て
、
八
十
六
歳
の
高
齡
を
以
て
逝
い
た
の
で
あ
る
.
(隨
夢
が
享
保
十
七
年
に
記
し
た
逡
言
歌
に
「
一元
儀
、
當
六
月
十
三
日
死
去
仕
候
」
と
あ
り
、

西
國
曲
の
蓑
杖
の
跋
に
丁七
十
一光
」
と
あ
ろ
の
で
、
享
年
八
十
」ハ…蕨
な
る
二
と
が
疑
な
い
。)

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

六
　

　
志

太

野

坡

　

志
太
野
坡

蕨
鱇
降
篠
倣
畿
と
)
は
、
姓
の
本
字
は
信
田
で
あ
る
と
い
ふ
。
本
姓
竹
田
、
通
稱
彌
助
で
、
春
の
鹿
に
ぱ
竹
田
彌
助
野
坡
と
あ
り
、

大
阪
實
國
寺
の
墓
碑
に
は
、
娘
の
政
女
を
竹
田
氏
嫡
女
政
と
し
て
あ
る
。
野
坡
に
つ
い
て
は
、
野
坡
の
歿
し
た
年
に
出
た
追
悼
集
三
目
の

菴

に
門
人
梅
從
の
記
し
た
野
翕
行
状
記
が
あ
り
、
こ
の
行
歌
記
に
他
の
俳
書
類
を
併
せ
て
詳
細
に
記
述
さ
れ
た
鈴
木
重
雅
氏
の
俳
人
野
坡

の
研
究
諞
礁
轍
請
膃
癩
姻
髀
叶
肥
朋
麹

が
あ
る
の
で
、
多
く
は
之
を
約
め
て
紹
介
す
る
如
き
も
の
に
な
り
、
附
け
加

へ
る
べ
き
こ
と
は
甚
だ
少
な

い
の
で
あ
る
Q

　

野
坡
は
寛
文
二
年
に
越
前
輻
井
に
生
れ
た
が
、
家
は
當
時
商
家
で
あ
つ
た
と
い
ふ
(楓
都
嫉
醗
)。
幼
少
の
頃
江
戸

へ
下
つ
た
と
傳

へ
る
が
、

許

六
は
誹
諧
問
答
に
二
ヶ
所
ま
で
越
後
屋
の
手
代
と
云
つ
て
居
り
、
蕉
門
諸
生
全
傳
に
は

「
三
非
番
頭
也
」
と
あ
る
。
勝
峰
音
風
氏
は
黄

橙
入
齠
肺
貅
年
)
に
越
後
屋
兩
替
店
の
番
頭
と
し
て
ゐ
ら
れ
ゐ
、
越
後
屋
兩
替
店
は
三
井
銀
行
の
前
身
で
あ
る
が
、
こ
の
論
は
何
か
で
見
た
や

う
に
思
ふ
け
れ
ど
も
、
今
檢
出
し
兼
ね
る
。
い
つ
れ
に
し
て
も
京
都
に
屋
敷
や
隱
宅
を
持
つ
て
ゐ
た
と
云
ふ
か
ら
、

こ
れ
は
手
代
の
身
分

な
ど
で
は
む
つ
か
し
く
、
叉
後
に
云
ふ
芭
蕉
の
書
簡
に

「
身
の
重
き
人
に
候

へ
ば
」
と
あ
る
點
か
ら
も
、
手
代
と
は
考

へ
に
く
く
、
許
六

が
手
代
と
い
ふ
の
は
、
白
分
が
士
分
で
あ
る
所
か
ら
こ
ん
な
云
ひ
方
を
し
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
る
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

.



　

野
坡
が
蕉
門
に
入
つ
た
時
期
は
確
か
に
は
知
ら
れ
な
い
が
、
彼
れ
の
作
の
初
め
て
見
え
て
來
る
の
は
其
角
の
績
虚
栗

(貞
享
四

年
刊

)
で
、
當
時
　

　
.

は
野
馬
と
號
し
て
ゐ
る

(
二
十
五
歳
)。
　
作
は
ま
だ
稚
拙
を
冤
れ
な
い
。
獪
同
年
の
句
餞
別
に
も

一
句
見
え
て
ゐ
る
。
然
る
に
こ
の
後
元

祿
六
年
ま
で
彼
れ
の
俳
作
上
の
事
實
が
知
ら
れ
な
い
。
こ
れ
は
或
は
彼
れ
の
業
務
上
の
關
係
か
ら
で
あ
つ
た
か
も
知
れ
な
い
。
唯
こ
の
間

に
芭
蕉
か
ら
野
坡

へ
元
祿
四
年
以
後
位
に
途
つ
た
も
の
か
と
思
は
れ
る
書
簡
が
あ
つ
て
.
こ
の
書
簡
が
こ
の
間
に
於
け
る
野
坡
の
謎
を
解

か
し
め
る
や
う
に
思
は
れ
る
。
そ
れ
は
、
曾
良
が
芭
蕉
の
奥

の
細
道
行
脚
隨
件
の
時
松
島
で
詠
ん
だ

「
松
島
や
鶴
に
身
を
か
れ
時
鳥
」
の

句
を
擧
げ
て
、
「
是
な
ど
は
共
儘
に
せ
し
句
」
で
、
「
今
時

の
上
手
と
申
内

へ
入
」
る
旬
だ
と
云
ひ
、

　

　

貴
樣
と

て
も
同
じ
逹
者
成
事

に
候

へ
ば
、
何

と
ぞ
行
脚

の
旅

一
生
の
内

に
思

ひ
立
ち
候
て
、
修
行
な
さ
る
べ
く
候
。
さ
も
な
く

て
は
、
な
か
く

鼠

　
　

細
工
ば
か
り
に
て
は
世
間
廣
く
は
成
が
た
く
候
。
し
か
し
な
が
ら
、
貴
樣
に
は
、
曾
良
な
ど
ゝ
は
遠
ひ
候
て
、
身
の
重
き
人
に
候
へ
ば
、
兩
親
の
存

　
　

生
の
内
は
成
中
間
敷
候
。
其
内
心
が
け
第

一
に
御
座
候
。

と

い
ふ
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
野
坡
の
俳
作
上
の
欲
陥
を
指
摘
し
て
好
意
あ
る
警
告
を
與

へ
た
も
の
と
よ
り
考

へ
ら
れ
な

い
。
野
坡
の
作
は

正
に

「其
儘
に
せ
し
句
」
の
傾
を
持
つ
て
ゐ
る
。
而
も
番
頭
と
い
ふ
身
分
上
行
脚
な
ど
は
出
來
な
い
爲
に
眼
界
が
狹
く
、
同
時
に
叉
人
事

俗
事

に
傾
き
易
く
、
斯
く
素
材
が
狹
隘
で
あ
る
爲
に
鼠
細
工
に
な
り
易
い
の
で
あ
る
。
尤
も
こ
の
期
間
野
坡
の
俳
事

の
知
ら
れ
な
い
點
か

ら
考

へ
て
,
野
坡
が
當
時
業
務
の
關
係
か
ら
俳
作
に
熱
心
な
る
を
得
な
か
つ
た
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
が
あ
つ
て
、
芭
蕉
が
そ
れ
に
鞭
撻
を

與

へ
る
必
要
を
感
じ
た
の
で
あ
つ
た
の
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
ど
ち
ら
に
し
て
も
、
反
省
考
慮
を
促
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
あ

る
ま
い
。
そ
の
爲
か
元
祿
六
年
か
ら
再
び
彼
れ
の
俳
事
が
見
え
出
し
且
活
磯
な
状
態
に
見
え
、
翌
七
年
六
月
彼
及
び
同
じ
番
頭
仲
間
の
孤

屋

・
利
牛
共
撰
で
出
版
さ
れ
た
炭
俵
が
六
年
冬
頃
か
ら
撰
、に
着
手
さ
れ
て
ゐ
た
ら
う
こ
と
を
思
は
せ
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
炭
俵
に

は
、
彼
れ
の
有
名
な



　
　
　
　

長
松
が
親
の
名

で
來
る
御
慶
哉

の
句
を
始
め
彼
れ
の
作
の
入
集
述
れ
た
も
の
が
多
く
、
こ
の
集
の
特
色
と
云
は
れ
る
輕
み
に
近
、い
も
の
が
あ
つ
て
俗

な
傾
が
比
較
的
少
な

く
、
彼
れ
の
蔗
境
の
示
さ
れ
て
ゐ
る
感
が
あ
る
。
當
時
族
中
の
芭
蕉
が
江
戸
の
杉
風

へ
途

つ
た
書
簡
中
に
、
「
上
方
筋
別
座
敷

・
炭
俵
に
て

色

め
き
わ
た
り
候
」
と
云
つ
て
ゐ
る
の
で
、
同
集
及
び
撰
者
た
る
野
坡
が
俳
壇
の
注
意
を
惹
い
た
こ
と
も
想
像
さ
れ
よ
う
。

　

然
る
に
こ
の
年
師
翁
芭
蕉
の
死
を
悲
し
く
見
逡
つ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
後
は
連
年
彼
れ
の
作
を
見
な
い
年
は
な
く
、
彼
れ
の
俳
壇
的

活
動
は
こ
れ
か
ら
で
、
そ
れ
が
彼
れ
の
人
の
師
と
し
て
の
活
動
と
な
つ
て
行
き
、
關
西

一
圓
九
州
を
含
ん
で
の
彼
れ
の
勢
力
圏
が
形
作
ら

れ

て
行
く
の
で
あ
る
。
寶
永
二
年
頃
途
に
越
後
屋
を
引
い
て
大
阪
農
人
橋
近
く
に
移
り
、
樗
木
社
を
結
び
、
加
賀
金
澤
の
用
達
岩
永
氏
の

女
を
娶
り

一
女
政
を
擧
げ
た
。
獪
仕
官
の
望
も
あ
つ
た
と
云
ふ
が
途
げ
な
か
つ
た
。
斯
く
て
關
西
各
地
に
前
後
吟
杖

を
曳
い
た
こ
と
が
度

度

で
、
門
人

一
千
餘
人
に
上
り
、
芭
蕉
の
碑
を
建
て
る
こ
と
十
三
個
所
に
及
ん
だ
。
享
保
七
年
の
大
阪
の
大
火
に
類
燒
し
て
、

　
　
　
　

風
下
の
櫻
佗
し
き
け
ぶ
り
先

の
吟
が
あ
つ
た
が
、
高
津
に
草
庵
を
結
ん
で
翌
春
に
落
成
、
淺
茅
生
庵
と
稱
し
、
略
し
て
淺
生
庵
と
云
つ
た
。
元
文

元
年
に
は
天
王
寺
の

境
藥
師
院

の
山
陰
に
、
芭
蕉
が

「
世
に
ふ
る
も
更
に
宗
祗
の
や
ど
り
哉
」
を
書
い
た
在
世

の
短
册
を
埋
め
て
碑
を
建

て
、
時
雨
塚
或
は
舍

り
塚
と
稱
し
、
翌
年
か
ら
隔
月
に
俳
席
を
開
い
て
六
行
會
と
稱
し
た
が
、
翌
三
年
そ
れ
等
の
作
を
輯
め
て
六
行
會
を
出
版
し
た
。
然
る
に

同
年
淺
生
庵
が
市
街
の
匪
劃
整
理
に
か
ゝ
つ
た
の
で
、
五
十
歩
許
東

へ
移
し
、
翌
年
夏
落
成
し
た
。
こ
の
時
野
坡
に
よ
つ
て
書
か
れ
た
文

が
芭
蕉
門
古
人
眞
蹟
や
野
坡
吟
艸
に
あ
つ
て
、
次
の
如
き
も
の
で
あ
る
。

　
　

無
名
庵
は
先
師
太
曾
塚
の
庵
の
假
號
た
り
。
後
、
鳥
落
庵
と
い
ふ
べ
き
な
ど
あ
り
し
を
聞
覺
、
惟
然
坊
此
名
を
よ
べ
り
。
近
き
比
洒
堂
無
名
庵
の
跡

　
　

を
立
べ
き
よ
し
に
て
、
禪
家
の
出
家
に
此
庵
を
お
こ
さ
す
べ
き
よ
し
、
集
を
も
よ
ほ
し
侍
ら
れ
け
れ
ど
も
、
孚
途
に
身
ま
か
れ
る
ゆ
へ
、
是
も
た
へ



　
　

侍
る
。
此
號
を
難
波
に
邂
、
此
度
淺
生
庵
を
造
り
替
た
る
事
を
幸
と
し
て
、
無
名
庵
高
津
野
々
翕
と
け
ふ
よ
り
と
な
へ
侍
る
の
み
。

帥
ち
野
坡
が
無
名
庵

亀
塒
噸
れ
)
の
名
を
遷
し
て
自
ら
無
名
庵
高
津
野

々
翁
と
號
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
、
略
し
て
無
名
庵
野
翕
と
も
云
つ

た
。
然
る
に
こ
の
夏
頃
か
ら
銑
に
嚢
老
の
甚
し
さ
を
感
じ
て
ゐ
た
の
が
、
九
月
か
ら
痰
膈
と
た
り
、
十
月
十
二
日
の
芭
蕉
忌
に
は
人
に
助

け
起
さ
れ
て
、

　
　
　
　

我
を
呼
ぶ
聲

や
淨

世
の
片
時
雨

の
如
き
は
か
な
い
吟
が
あ
つ
た
。
斯
く
て
、
歳
旦
吟
の

　
　
　
　
若
水
や
冬
は
藥

に
む
す
び
し
を

を
病
中
吟
と
し
て
、
元
文
五
年
正
月
三
日
、
七
十
八
歳
の
高
齡
を
以
て
瞑
し
た
の
で
あ
る
。

　
野
坡
も
、
行
歌
記
に

「
翁

(塘
)
の
生
得
性
資
、
寛
厚
和
綏
に
し
て
、
殊
に
多
病
な
り
」
と
あ
る
如
く
、
そ
の
性
格
體
質
が
杉
風
に
類
す

る
所
が
あ
つ
た
も
の
Σ
や
う
で
、
而
も
多
病
で
あ
る
に
拘
ら
す
長
命
し
た
點
も
杉
風
に
類
し
て
ゐ
る
。
併
し
多
病
で
あ
つ
た
に
拘
ら
す
、

杉
風
と
は
達
つ
て
度
々
族
行
し
得
た
爲
に
門
人
も
頗
る
多
く
、
中
に
も
、
大
阪
の
梅
從
、
廣
島
の
風
律
、
筑
前
の
浮
風
、
豐
後

の
馬
貞
は

野
坡
の
四
弟
子
と
稱
せ
ら
れ
る
高
弟
で
あ
る
。
著
作
の
少
な
い
點
も
杉
風
や
去
來
に
似
て
ゐ
て
、
既
に
述
べ
た
炭
俵

・
六
行
會
の
外
に
は
、

正
徳
五
年
の
誹
諧
萬
句
四
之
富
士
、
享
保
十

一
年
の
八
烏
放
生

(芭
蕉
三
十
三
囘
忌
追
善
集
)
位
で
は
あ
る
ま
い
か
と
思
は
れ
る
。
行
状

記
に
は

「
編
集
の
俳
書
擧
て
二
十
七
題
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
恐
ら
く
野
坡
が
助
力
し
た
も
の
或
は
門
人
の
も
の
を
も
含
め
て
云
ふ
も
の

ら
し
く
、
か
う
し
た
關
係
の
も
の
で
野
坡

の
著
と
さ
れ
て
ゐ
る
も
の
と
思
は
れ
る
も
の
な
ら
以
上
の
外
に
ま
だ
あ
る
が
、
そ
れ
は
嚴
格
に

は
野
坡
の
著
と
は
な
し
難
い
で
あ
ら
う
。
叉
杉
風
傳
書
と
共
に
野
坡
傳
書
と
し
て
偉

へ
ら
れ
る
も
の
は
、
杉
風
傳
書
と
同
じ
性
質
の
も
の

に
過
ぎ
な
い
。
野
坡
に
は
杉
風
に
於
け
る
や
う
に
俳
論
書
が
た
く
、
纏
つ
た
俳
論
も
聽
か
れ
た
い
が
、
三
宅
嘯
山
が
編

次
し
批
評
し
た
雅



文

せ

う

そ

こ

(許

野

間
答

)

の
淌

息

で
見

る
と

、
蕉

風

に
於

け

る
理

解

は
寧

ろ
許

六

以

上

で
あ

る
や

う

に
思

は

れ

る
。

許

六

の

取
合

せ
論

に

封

し

て

、

　
　

句
は
し
ま
り
を
第

一
に
し
て
新
し
み
を
願

ひ
中
事

に
候
。
取
合

せ
も

の
を
尊
し
と
は
存

ぜ
ず
候
。
取
合

せ
な
く

て

一
物

に
仕
立
候

句
は
骨
折
れ
、
初

　
　

心

の
及
ば
ぬ
所

に
候

へ
ば
、
大
方
取
合
せ
を
格
式

の
や
う

に
致
候
。
先
師

の
取
合
さ
ら
に

一
等

に
は
申
さ
れ
ぬ
事
に
候
。

と

云

つ

て
ゐ

る

な

ど

は
、

取

合

せ

を

二

位

の

も

の
と

し

過

ぎ

た
嫌

が
な

い

で
は

な

い
が

、
許

六

の
得

て

一
方

的

に
見

過

ぎ

る
極

論

に
比

べ

て
は

芭

蕉

の
意

を
得

た

に

近

い

と

云

へ
る

。
嘯

山

が
之

を

批

評

し

て
、

　
　

余
常

二
思

ラ
ク
、
蕉
門
高
名

ノ
中

二
、
野
坡

ハ
學
問

ア
リ
ト
モ
見

エ
ズ
、
又
俳
才

モ
働

カ
ズ

シ
テ
、
外

ノ
人

々
ヨ
リ
餘

程
下
ナ
リ
。
ジ

カ

モ
長
壽
、

　
　

元
文

ノ
頃

マ
デ
存
生

ニ
テ
、
其

時
分

ノ
句

々

ハ
、
蕉
翁
在
世

ノ
比

ノ
句

ト
人

遙

二
惡

ク
覺

ユ
。
淡

々
ガ
或
人

二
向
テ
、

野
坡

ハ
下
手
ナ

レ
ド
モ
、
老

　
　

人

ナ

レ
。ハ
尋
ネ

モ
セ
ラ
レ
ヨ
カ

シ
ト
云

ケ
ン
、
實

モ
ト
。
然

ル

ニ
今
此
問
答
.ヲ
見

レ
バ
、
十

二
八
九
野
坡

二
理

ア
リ
テ
、
風
雅

ノ
意

ヲ
ヨ
ク
心
得
タ

　
　

リ
o

と

云

つ

て
ゐ

る

の
は

、
全

く

適

評

と

い

ふ

の
外

は
な

い
。

許

六
は

風

俗

文

選

の
作
者

列
傳

に
於

て
、

野

坡

を

「
蕉

門
之

學

者

也
」

と

云

つ

て
ゐ

て
、

こ

の
學

者

と

い

ふ
意

味

は

芭

蕉

の
傳

旨

に
精

し

い
と

云

ふ
意
味

な

の

で
あ

る
が

、

許

六

が

野
坡

に

限

つ
て

か

う

云

つ
た

事
情

は

雅

文

ぜ
う

そ

こ
な

ど

に

よ

つ

て
能

く

推

察

さ
れ

よ

う

.

　

野

坡

に
以

上

の
如

く
報

い
ら
れ

、

嘯

山

に

「
學

問

モ
相
應

二
有

ナ
ガ

ラ
、

論

ハ
痛

ク
偏

固

ナ

ル

ヲ

モ
テ

」

と

見

ら

れ

て

ゐ

る
許

六

は

、

誹

諳

問

答

β寸
轍
断
)
に
於

て
、

　
　

野
坡

・
利
牛

●
孤
屋
、
そ

の
中
野
坡
す
ぐ
れ
た
り
。
舊

染
の
け
が
れ
を
炭
俵
に
あ
ら

た
め
、
流
行
の
輕
き

一
筋
を
得
た
り
。
し
か
れ
ど
も
元
來

三
人

　
　

共

に
越
後
屋

が
手
代
な
れ
ば
、
胸
中

せ
ま
き
も

の
ど
も

に
て
、
た
と

へ
ば
淺
草
川

に
舟
逍
遙
す
る
八
の
ご
と
し
。
陸
地
よ
り
見

る
八
、
起
臥
自

由
に



　
　

た
の
し
め
る
と
お
も
へ
ど
も
、
舟
よ
り
外
は
動
く
事
か
た
し
。
さ
れ
ば
上
野
淺
草
の
遊
與
を
し
ら
ざ
る
に
似
た
り
。
師
の
恩
に
よ
つ
て
炭
俵
の
撰
者

　
　

の
號
を
か
ふ
む
り
、
名
を
顯
は
せ
り
(同
門
詳
判
)。

と
云
ひ
、
他
の
部
分
で
も
野
坡
を

「
胸
中
せ
ま
く
も
て
、
我
得
ざ
る
方
少
も
見
え
す
」
(自
讃

之
論
)
と
云
つ
て
ゐ
る
。
炭
俵
以
前
に
芭
蕉
は
前
述

の
如
く
野
坡
の
素
材
の
狹
さ
を
認
め
て
ゐ
た
ら
し
い
の
で
あ
る
が
、
許
六
が
茲
に
云
ふ
所
は
、
野
坡
の
作
風
が
「
流
行

の
輕
き

一
筋
を
得
」

て
ゐ
る
の
み
で
、
輕
み
以
外
の
作
風
を
理
解
し
得
な
い
と
云
ふ
の
で
あ
る
ら
し
く
、
誹
諧
問
答
の
成
つ
た
頃
ま
で
の
野
坡
は
か
う
も
云
は

れ
得
る
も
の
で
あ
つ
た
。
併
し
雅
文
せ
う
そ
こ
中
の
野
坡
の
淌
息
に
、
許
六
が
野
坡
の

　
　
　
　

鶯
や
稍

は
鳶

を
留

な
が
ら

の
句
を

「
行
過
」
と
非
難
し
た
の
に
對
し
て
、

　
　

拙
者
只
今
は
此
場
を
第

一
と
い
た
し
候
。

と
答

へ
て
、
寫
生
を
專
ら
と
す
る
如
き
口
吻
を
漏
ら
し
て
ゐ
る
。
私
に
は
こ
れ
が
野
坡
が
こ
れ
か
ら
落
ち
て
行

つ
た
彼
れ
の
晩
年
の
作
風

を
如
實
に
物
語
つ
て
ゐ
る
や
う
に
思
は
れ
る
の
で
、
こ
の
句
の
如
き
は
、
許
六
の
非
難

の
理
由
と
は
別
に
、
寫
生
で
は
あ
つ
て
も
俗
情
で

理
知
的
興
味
に
陷

つ
て
ゐ
る
も
の
で
、
野
坡
は
こ
の
後
人
事
自
然
に
渡
つ
て
か
う
し
た
傾
向
を
取
り
、
表
現
も
こ
の
句
の
や
う
な
ね
ば
り

に
落
ち
て
行
つ
て
ゐ
る
と
見
ら
れ
る
の
で
、
嘯
山
が

「
遙

二
惡
ク
覺

ユ
」
と
云
つ
て
ゐ
る
の
に
同
感
せ
ざ
る
を
得
な

い
の
で
あ
る
。
族
寐

論

に
よ
る
と
、
野
坡
は
芭
蕉
か
ら

「
い
よ
く

風
體
輕
く
移
り
行
ん
」
と
教

へ
ら
れ
た
と
い
ふ
が
、
野
坡
の
輕
み
は
芭
蕉
の
枯
淡
な
輕
み

と
は
全
同

の
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
根
本
は
彼
れ
の
商
賈
生
活
の
俗
情
か
ら
出
る
輕
俗
そ
の
も
の
で
あ
る
。
族
寐
論

の
序
の

「輕
き
事
野

坡
に
及
ば
す
」
を
始
め
と
し
て
、
野
坡
に
輕
み
を
云
ふ
こ
と
は
通
り
相
場
に
な
つ
て
ゐ
る
が
、
私
は
以
上
の
點
か
ら
是
等
は
芭
蕉
の
教

へ

た
言
葉
と
共
に
餘
程
斟
酌
を
要
し
、
外
的
な
類
似
と
内
的
た
相
異
と
の
峻
別
を
加

へ
て
考

へ
る
べ
き
も
の
と
思

ふ
の
で
あ
る
。



　

叉
蕉
門
諸
生
全
傳
に
は
、
野
坡
に

「出
藍
名
人
、
ば
せ
を
翁
ノ
連
句
第

一
ニ
テ
、
此
叟
ノ
上

二
立
モ
ノ

↓
人
ナ
シ
」
と
云
つ
て
、
野
坡

に
最
極
級
の
連
句
の
技
倆
を
認
め
て
ゐ
る
が

軈
轟
脚
滝
勧
齔
筋
ρ
は
歉
輌
硫
)、
野
坡
等
の
選
輯
し
た
炭
俵
は
連
句
本
位
の
も
の
と
見
て
よ
く
、
野

坡

の
附
け
が
ま
だ
俗
味
も
薄
く
如
何
に
も
冴
え
て
ゐ
る
と
思
は
れ
、
叉
連
句
と
い
ふ
も
の
N
性
質
上

一
面
か
ら
野
坡

の
如
き
は
連
句
に
は

向
く
と
云

へ
る
か
と
思
ふ
の
で
、
野
坡
に
蓮
句
の
技
量
を
認
め
る
こ
と
は
計
さ
れ
る
と
思
ふ
の
で
あ
る
。
鰭
俳
諧
二
百
年
史
に
よ
る
と
、

・
野
坡
の
孫
弟
の
串
田
凡
十
の
東
曾
我
に
、

　
　
　
坡
叟
は
俳
か
い
の
仙
な
り
。
す
べ
て
蕉
翕
の
妙
趣
妙
境
傳
へ
ず
と
い
ふ
こ
と
な
し
。
尤
も
連
句
に
ほ
ま
れ
を
の
こ
し
て
、
蕉
翁
も
お
よ
び
が
た
し
と

　
　
　
説
き
た
ま
ふ
。
發
句
も
逹
人
の
上
に
秀
で
ゝ
、
正
風
の
高
弟
そ
の
右
に
い
つ
る
事
か
た
く
、
こ
れ
を
し
の
ぐ
者
な
し
と
か
や
云
々
。

と
あ
る
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
餘
り
に
も
不
倫
な
云
ひ
方
で
、
孫
弟
の
い
ふ
こ
と
だ
か
ら
と
し
て
多
大
の
割
引
を
要
す

る
も
の
と
思
は
れ
る

が
、
諸
生
全
傳
の
云
ふ
所
な
ど
も
、
か
う
云
つ
た
所
に
直
接
或
は
間
接
に
絲
を
引
く
も
の
と
見
て
置
け
ば
よ
い
の
で
あ
ら
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
　

　
越

智

越

人

　

所
謂
蕉
門
十
哲
の
中
で
、
從
來
そ
の
傳
記
の
誤
ら
れ
て
ゐ
た
こ
と
の
甚
し
い
も
の
は
越
人
程
の
も
の
は
な
い
。
今

日
で
も
新
し
い
資
料

研
究
に
不
注
意
で
あ
る
人
は
大
た
り
小
な
り
の
誤
を
傳

へ
て
ゐ
る
。
試
み
に
今
年
刊
行
さ
れ
た
書
に
見
ら
れ
る
二
種

の
越
人
傳
を
見
て
も

さ
う
で
あ
る
。
私
は
誠
に
悲
し
む
べ
き
こ
と
で
あ
る
と
さ
へ
思
ふ
の
で
あ
る
。

　

誤
ら
れ
た
越
人
傳
の
訂
正
は
、
既
に
明
治
三
十
九
年
刊
行
の
碧
梧
桐
氏
の
蚊
帳
釣
草
の
中
に

「
越
人
の
事
」
と
し
て
發
表
さ
れ
て
ゐ
る

の
に
、
そ
れ
が

一
向
注
意
さ
れ
て
ゐ
な
い
の
で
あ
る
。
而
も
そ
の
後
彼
此
の
資
料
が
提
供
さ
れ
た
の
で
今
日
で
は
碧
梧
桐
氏
の
も
の
よ
り

も
獪
進
ん
だ
も
の
に
な
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。



　
誤
傳
の
本
存
た
す
も
の
は
鶯
笠

(鳳
朗
)
が
自
己
の
俳
統
捏
造
の
爲
に
利
用
し
た
も
の
に
あ
る
の
で
、
こ
の
鶯
笠
が
利
用
し
た
も
の
」

種
も
既
に
碧
梧
桐
氏
の
稿
に
指
摘
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
(無
駒
囃
ω
鷺
亂
は
)。
鶯
笠
は
越
人
の
誤
傳
を
自
ら
そ
の
芭
蕉
葉
ぶ
ね

藪
靴
冊
)
中
に

簡
單

に
述
べ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
|日
人
《
わ
つ
じ
ん
》

に
は
精
し
く
話
し
た
と
見
え
て
、
口
人
の
蕉
門
諸
生
全
傳

蔽
緻
鱗
∀
に
は
鶯
笠
談
と
し
て
精
し
く

述

べ
て
居
り
、
光
久
の
俳
林
小
傳
(韈
琳
」

の
も
の
も
そ
の
系
統
の
も
の
に
な
つ
て
ゐ
る
.
近
年
鈴
木
重
雅
氏
が
國
文
教
・育
や
懸
葵

に
發
表

さ
れ
た
正
確
な
越
人
の
研
究
が
あ
つ
て
、
こ
れ
に
は
微
細
な
點
に
も
及
ん
で
あ
る
の
で
參
考
に
な
る
。
私
は
今
私
に
知
ら
れ
て
ゐ
る
確
實

な
資
料
に
よ
つ
て
越
人
の
正
し
,い
傳
記

の
輪
廓
を
描
い
て
見
よ
う
。

.
越
人
は
越
智
氏

(鮃
喫
催
序
丶

明
暦
二
年
出
生
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
痴
鱠
幾
磐
。
庭
竈
隼
に
「
尾
張
十
藏
、
越
人
と
號
す
。
越
路
の
人

な
れ
ば
な
り
」
と
あ
り
、
鵲
尾
冠
の

「
問
す
語
」
に

「
私
は
越
路
の
者
に
候
間
、
名
も
越
人
と
申
候
」
と
あ
り
、
芭
蕉
が
越
人
そ
の
他
と

卷

い
た
歌
仙

「
箱
根
越
す
」
の
卷

籟
侮
四
)
に
「
族
衣
尾
張
の
國
の
十
藏
か
」
(芭
蕉
)
の
句
が
あ
り
、
是
等
に
ょ
つ
て
越
人
の
通
稱
が
＋
藏

で
、
北
越
出
身
の
人
で
あ
つ
た
こ
と
が
知
ら
れ

る
。
「
問
す
語
」
に

「
壯
年
に
及
ぶ
比
よ
り
故
郷
を
出
、
流
浪
仕
り
」
と
云
ひ
、
獪
同
集

中

に

「
重
五
子
は
予
が
覊
客
の
始
よ
り
恩
遇
厚
く
、
今
に
及
ん
で
四
十
有
年
」
と
云
つ
て
ゐ
る
の
で
、
大
凡
二
十
三
歳
前
後
頃
に
名
古
屋

に
流
浪
し
來

つ
た
も
の
と
思
は
れ
、
獪
同
集
中
に

「
杜
國
子
は
予
が
覊
客
た
る
を
あ
は
れ
み
、
旦
暮
懇
情
を
盡
さ
る
。
…
…
さ
ら
に
予
が

俳
諧

の
手
を
引
」
と
云
つ
て
ゐ
る
の
で
、
富
裕
な
重
五
や
杜
國
が
彼
れ
の
扶
持
者
で
あ
つ
た
事
が
知
ら
れ
る
と
共
に
、
俳
諧
も
杜
國
に
負

ふ
所

が
多
い
事
が
知
ら
れ
る
。
或
は
こ
Σ
に
云
ふ
所
が
芭
蕉

へ
の
入
門
の
手
引
を
意
味
す
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
杜
國
や
重
五
は
貞
享
元

年

の
冬
の
日
に
見
え
る
の
に
越
人
は
見
え
す
、
越
人
は
貞
享
三
年
の
春
の
日
に
杜
國
や
重
五
に
劣
ら
ぬ
程
の
作
を
見

せ
た
が
ら
始
め
て
現

は
れ

て
來
る
の
で
、
技
倆
は
兎
に
角
芭
蕉

へ
の
入
門
は
さ
う
早
く
な
い
こ
と
が
推
せ
ら
れ
る
。
そ
れ
で
、
春
の
日
の
奥
付
(欝
賦
胛
輔
旧
)
の
芭

蕉

翁
門
俳
書
目
録
に
春

の
日
の
撰
者
を
越
人
と
し
て
ゐ
る
の
は
首
肯
さ
れ
に
く
ゝ
、
阿
誰
軒

の
誹
諧
書
籍
日
録
に
尾
州
荷
分
と
し
て
ゐ
る



方
が
信
す
べ
き
も
の
と
な
る
、
芭
蕉
は
貞
享
四
年
の
十
月
に
江
戸
を
出
發
し
て
芳
野
紀
行
の
族
に
出
た
が
、
こ
の
冬
越
人
が
芭
蕉
を
案
内

し

て
伊
良
古
の
杜
國
を
訪
う
て
ゐ
る
。
こ
ゝ
に
考

へ
ら
れ
る
こ
と
は
、
杜
國
が
流
謫
の
身
と
な
つ
た
の
は
こ
の
前
年
か
こ
の
年
あ
た
り
で

あ

る
ら
し
く
、
そ
し
て
越
入
は
こ
の
時
芭
蕉
を
案
内
す

る
程
の
芭
蕉
と
の
關
係
に
な
つ
て
ゐ
る
か
ら
、
越
人
の
芭
蕉
…入
門
は
芭
蕉

の
貞
享

元
二
年
の
野
晒
紀
行
の
族
の
時
と
推
定
さ
れ
よ
う
。
か
う
見
る
こ
と
に
於
て
、
越
人
が
春
の
日
に
始
め
て
現
は
れ
て
來

る
俳
歴
及
び
技
倆

の
程
も
う
な
づ
け
る
こ
と
に
な
ら
う
。
芭
蕉
が
芳
野
紀
行
の
族
を
絡
つ
た
後

(元
緑
、

元
年

丶)、
越
人
は
芭
蕉

の
更
科
觀
月
の
供
を
し
、
そ
れ
か
ら
直

ぐ
芭
蕉
に
拌
つ
て
始
め
て
江
戸
に
下
り
、
江
戸
の
高
弟
と
唱
和
し
た
り
し
て
十
月
に
鯑
郷
の
途
に
就
い
て
ゐ
る
。
斯
く
て
、
翌
元
祿
二
年

の
荷
兮
撰
の
曠
野
に
は
、
越
人
が
江
戸
で
唱
和
し
た
連
句
が
出
た
り
し
て
居
て
、
こ
れ
が
越
人
の
俳
歴
中
の
頂
點
を
た
す
も
の
で
あ
る
が
、

そ

の
翌
三
年
の
珍
磧
撰
の
ひ
さ
ご
に
は
序
を
書
い
て
ゐ
て
、
こ
ゝ
に
當
時
の
蕉
門
に
於
け
る
彼
れ
の
地
位
も
窺
は
れ
る
。
併
し
翌
四
年
の

猿
蓑
に
は
五
句
入
集
し
て
ゐ
る
の
み
で
あ
る
。

こ
の
頃
支
考
に
よ
つ
て
越
人
は
翁
に
勘
當
さ
れ
た
と
の
浮
説
を
撒
か
れ
た
ら
し
く
(鞴
畑
)、

そ
の
爲
で
は
な
い
が
、
こ
の
頃
か
ら
俳
壇
に
於
け
る
彼
れ
の
影
が
頗
る
薄
く
な
つ
て
行
く
。
勿
論
支
考
や
許
六
が
い
ふ
や
う
に
(櫞
鰍
滑
」、
芭

蕉
か
ら
勘
當
さ
れ
た
と
い
ふ
や
う
な
事
實
は
な
い
が
、
こ
の
頃
に
は
作
に
於
、て
行
詰
る
や
う
に
な

つ
て
後
進
の
俳
入

に
追
越
さ
れ
る
傾
に

な

つ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
る
節
が
あ
り
、
自
然
芭
蕉
と
の
間
も
疎
遠
に
な
る
傾
に
な
つ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
る
。
併
し
離

反
し
た
の
で
な
い
證
據
に
は
、
元
祿
七
年
に
芭
蕉
が
荷
兮
亭
で
荷
兮

・
越
人
そ
の
他
と
巻

い
た
十
吟
歌
仙
が
遺
つ
て
居
り
、
又
、

　
　
　
　
　
　
老
師
に
茅
屋
を
訪
れ
て

　
　
　
　
御
目

に
か
く
る
鳰

の
淨
欒
ぞ
恥
し
き

へ謝
鷦
誹
)

が

こ
の
時
の
こ
と

ゝ
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
こ
の
年
芭
蕉
が
鬪
ら
す
も
難
波
に
病
投
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
後
享
保
二
年
に

鵲

尾
冠
を
發
表
す
る
ま
で
の
二
十
四
年
間
は
、
彼
れ
の
俳
壇
に
於
け
る
影
が
不
思
議
な
程
薄

い
の
で
あ
る
。
元
祿
十

六
年
の
越
後

の
會
木



撰

の
藁
人
形
に
は
亡
人
越
人
と
誤
ら
れ
て
ゐ
る
程
で
あ
る
。
作
に
於
け
る
行
詰
り
、
芭
蕉
殻
後

の
俳
壇
の
非
、
特
に
彼

に
關
係
の
深
い
支

考

の
跳
梁
、
か
う
云
つ
た
こ
と
ど
も
が
彼
を
し
て
愈
、
獨
善
的
な
ら
し
め
る
に
至
つ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
る
。
然
る
に
元
來
が
硬

直
で
情
熱
愨
あ
つ
た
ら
し
い
彼
で
あ
る
。
凡
て
を
默
過
す
る
こ
と
は
彼
れ
の
良
心
が
許
さ
な
く
な
つ
た
の
か
、
集
中

に
、

　
　
　
　
　
　
耳
順
を
過
る
身
は

　
　
　
　
行
年
を
跡

へ
摘

ミ
た
き
若
榮
哉

と
嘆

じ
て
ゐ
る
當
年
六
十
二
歳
の
老
躯
を
提
げ
て
、
享
保
二
年
に
彼
れ
の
撰
集
と
し
て
は
處
女
作
の
厖
大
な
鵲
尾
冠
を
發
表
す
る
に
至
つ

た
の
で
あ
る
。
蕉
門
の
非
行
者
特
に
支
考
等
に
封
し
て
蕉
風
の
正
調
を
示
さ
う
と
す
る
警
鐘
で
あ
つ
た
ら
し
く
、
そ
れ
は
卷
頭
の

「
問
す

語
」
に
芭
蕉

・
共
角

・
杜
國
を
追
憶
す
る
と
共
に
、
「
師
や
弟
や
豈
有
二方
圓
短
長
一」
な
ど
云
ひ
、
以
上
三
人
の
集
句

三
ッ
物
を
生
前
に
な

ぞ
ら

へ
て
集
頭
に
据
ゑ
て
ゐ
る
な
ど
か
ら
さ
う
思
は
れ
る
が
、
而
も
彼
れ
の
漢
學
の
師
小
出
恫
齋
に
序
を
乞
う
た
り

、
「
間
す
語
」
と
し
て

今
更
自
己
の
出
自
を
名
乘
つ
た
り
、
撰
、者
名
と
し
て

「
尾
陽
負
山
子
　
越
智
越
人
レ
と
署
し
た
り
せ
ざ
る
を
得
な
か
つ
た
六
十
二
翕
の
處

女
作

と
い
ふ
こ
と
に
、
彼
も
數
奇
な
運
命
の
持
圭
で
あ
る
こ
と
を
思
は
せ
ら
れ
る
。
そ
れ
と
共
に
同
集
に
よ
つ
て
窺
は
れ
る
こ
と
は
、
俳

壇

に
對
し
て
は
影
の
薄
か
つ
た
彼
も
、
尾
張
を
中
心
と
し
た
地
方
に
勢
力
を
持
つ
て
幾
何
か
の
門
人
の
指
導
に
當
つ
て
ゐ
た
こ
と
、
併
し

な
が
ら
捲
土
重
來
を
試
み
た
こ
の
集
の
作
は
最
早
昔
日
の
越
人
の
風
調
と
は
似
も
つ
か
ぬ
理
知
と
ね
ば
り
の
頽
廢
調
に
な
つ
て
ゐ
る
こ
と

で
あ
る
。

一
た
び
俳
壇
に
復
活
し
た
越
人
は
、
こ
の
後
も
獪
二
集
を
出
し
た
り
歳
旦
帳
を
出
し
た
り
し
て
ゐ
る
が
、
そ
れ
等
も
固
よ
り
同

様

の
調
子
で
、
七
十
を
呼
ぶ
老
齢
の
彼
は
最
早
自
作
も
從
つ
て
他
作
指
導
も
意
に
任
せ
ぬ
も
の
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。
而
も
懐
舊
と
慷
慨

の
情
は
募

つ
て
行
く
の
み
で
、
享
保
十
年
の
歳
旦
帳
に
は
、
「
世
の
僞
り
は
愚
昧
に
僞
る
、
知
る
人
に
は
不
v
可
レ
僞
」
と
云
ひ
、
歳
旦
を
頼

む

の
も
畢
竟

「
商
人
の
|牙
郎
《
ス
ア
イ
》

」
だ
と
云
つ
て
、



　
　
　
　

牙
郎
點
者
歳
旦
緩

や
相
場
状

と
詠
ん
だ
り
、
芭
蕉
を
僞
る
者
を
慨
嘆
し
、
「
大
坂
に
て
な
き
米
穀
を
噂
に
て
賣
買
す
る
を
と
た
ん
と
云
と
そ
」
と

云
つ
て
、

　
　
　
　
厄
拂

ひ
と
芭
蕉
と
た
ん
に
費
お
か
し

と
詠
ん
だ
り
し
て
ゐ
る
が
、
こ
れ
が
途
に
爆
發
し
た
の
が
支
考
攻
撃
の
|不
猫
蛇
《
ふ
め
う
つ
や
》

で
あ
る
と
思
は
れ
る
。

　

不
猫
蛇
は
、
支
考
が
再
び
越
人
が
芭
蕉
勘
當
の
門
人
だ
と
の
浮
論
を
口
頭

の
み
な
ら
す
物
に
書
い
て
ま
で
云
ひ
ふ
ら
し
た
こ
と
と
、
支

考
が
芭
蕉

の
傳
と
僞
る
こ
と
の
多
い
俳
諧
十
論
(享
保
四
年
刊
か
。
獪
享
保
十
年

に
十
論
爲
辨
抄
を
出
し
て
ゐ
る
)
と
に
對
す
る
憤
激
の
餘
り
の
非
難
攻
撃
で
(
計
嫌
繊
醐
貂

砌
に
)、
聊
か

度
を
失
し
て
人
身
攻
撃
が
多
過
ぎ
る
嫌
が
あ
る
が
、
正
理
は
大
體
越
人
の
方
に
あ
る
や
う
で
あ
る
。
然
る
に
同
書
は
そ
の
記
述
年
時
に
つ

い
て
ま
だ
確
定
的
な
説
が
な
い
や

う
に
思
は
れ
る

の
で
、
こ

ゝ
に
簡
單
に
愚
考
を
述
べ
て
置
く
と
、
同
書

の
答
辯
書

の
削
か
け
の
返
事

(
享
保
十

三
年
記
)
に

「
頃
日
不
猫
蛇
と
い
ふ
物
有
り
て
」
と
あ
る
の
で
大
體
見
當
が
つ
く
の
で
あ
る
が
、
書
中
に
支
考
が
享
保
十
年
三
月
十
二
日
に

芭
蕉
の
三
十
三
囘
忌
を

一
年
繰
上
げ
て
營
む
べ
き
雙
林
寺
開
筵
の
俳
諧

驫
糠
驍
旺
肝
砒
の
)
に
つ
い
て
越
人

へ
出
座
を
需
め
て
來
た
こ
と
に
つ

い
て
(
こ
れ
は
創
か
け
の
返
事
に

よ
つ
て
明
か
に
知
ら
れ
る
)、
「
|去
春
《
へ
も
》

の
樣
に
」
と
云
ひ
、
「
去
年

の
事
な
れ
ば
慥
に
覺
あ
る
べ
し
」
と
云
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
越
人
が

か
う
云
つ
て
ゐ
る
年
は
享
保
十

一
年
(三
十
三
囘
忌

正
當
の
年

)
で
あ
る
と
推
定
さ
れ

る
。
そ

れ
故
書
末
に

「
去
に
依
テ
今
年
口
を
開
き
、
芭
蕉
の
文
盲

に
馨

所
を
.瞬

蹕

も
の
也
」
と
か
、
「
今
年
＋
月
十
二
日
、
共
月
共
旦

蘿

隸

)
候
得
者
、
彼
篆

翕
を
汚
す
の
虚
誕
を
か
ぞ

へ
、
老
の

く
り
言
な
が
ら
此

一
冊
を
書
て
、
芭
蕉
の
祚
靈

の
い
か
り
を
し
つ
む
る

一
ッ
に
も
な
ら
ん
か
。
さ
あ
ら
ば
風
雅
の
追
善
と
も
い
わ
ん
も
由

來
な
き
事
に
も
あ
る
ま
じ
」
と
結
ん
で
ゐ
る
の
で
、
即
ち
同
書
は
當
年
七
十

一
歳
の
越
人
に
よ
つ
て
芭
蕉
に
對
す

る
風
雅
の
追
善
と
し
て

三
十
三
囘
忌
正
當
の
享
保
十

一
年
十
月
十
二
日
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
事
が
知
ら
れ
る
。
大
體
越
人
が
芭
蕉
追
善
と
し
て
書
く
の
で
あ

る
か
ら
、
如
何
に
憤
激
に
驅
ら
れ
た
と
し
て
も
、
支
考
の
政
略
的
な
顰
に
傚
つ
て

一
年
繰
上
げ
た
年
に
書
く
べ
き
か

は
疑
問
で
、
果
し
て



以
上

の
如
く

一
年
隱
忽
し
て
ゐ
て
眞
の
正
當
に
筆
を
執

つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
書
中
に

「當
年
の

(砺
禍
渉
祉
撫
諏
れ
肋
面
猫
)
翁
の
遠
忌
な
り
・こ

て
京
に
て
せ
し
由
、
翁
は
十
月
の
十
二
日
な
る
に
三
月
に
す
る
事
云
々
」
と
云
つ
て
ゐ
る
所
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
支
考
が
十
三
囘
忌
以
來

京

で
三
月
に
營
ん
で
ゐ
る
こ
と
を
云
つ
た
の
で
、
本
書
の
記
述
年
時
と
は
無
關
係
で
あ
る
。
斯
く
て
支
考
は
羅
々
年

の
享
保
＋
三
年
に
削

か
け

の
返
事
を
書

い
て
答
辯
し
た
が
、
流
石
の
支
考
も
非
が
覆
ひ
切
れ
て
居
ら
す
、
越
人
の
方
は
そ
の
翌
年
直
ち
に
門
人
が
猪
の
早
太
を

書

い
て
再
駁
し
た
が
、
支
考

の
方
は
途
に
窮
餘
の
默
殺
を
敢

へ
て
し
て
し
ま
つ
た
ら
し
い
。
こ
の
間
に
越
人
は
享
保
十
三
年
に
庭
竈
集
を

出

し
、
翌
十
四
年
猫
の
耳
を
出
し
て
ゐ
る
が
、
そ
の
翌
年
の
歳
旦
帳
が
知
ら
れ
て
ゐ
る
の
み
で
、
そ
の
後
の
淌
息
を
絶

つ
の
で
あ
る
。

　
越

人
の
鐵
聲
に
逸
つ
た
書
簡
が
藤
井
紫
影
先
生
に
よ
つ
て
發
表
さ
れ
江
戸
文
學
叢
論
に
も
牧
め
ら
れ
て
ゐ
る
が
、

こ
の
書
簡
に
よ
つ
て

貞
享

四
年
の
伊
良
古
訪
問
が
越
人
の
三
十
二
歳
の
時
で
あ

つ
た
こ
と
が
知
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
彼
れ
の
享
保
十
五
年
歳
旦
帳
の

時
を
計
算
す
る
と
七
＋
五
歳
に
當
り
、
明
暦
二
年
出
生
で
あ
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
今
の
處
、
彼
が
享
保
十
五
年
七
十
五

歳

の
時
ま
で
は
存
命
で
あ

つ
た
が
そ
の
歿
時
は
知
ら
れ
な
い
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。

　
越

人
は
、
定
家
の
歌
と
い
ふ

「
う
ら
や
ま
し
世
を
も
し
の
が
す
の
ら
猫
の
妻
こ
ひ
さ
そ
ふ
春
の
夕
暮
」
の
歌
に
ょ

つ
て
、

　
　
　
　
う
ら
や
ま
し
お
も

ひ
切
時
猫
の
戀

翻
)

の
如

き
句
を
作

つ
た
爲
に
、
去
來
抄
に
、
芭
蕉
が
こ
の
句
に
つ
い
て
、
越
人
の
風
雅
の
本
情
た
る
俗
情
が
途
に
現
は
れ
た
と
云
つ
た
と
い

ふ
こ
と
が
云
は
れ
て
居
り
、
誹
諧
世
読
で
は
之
が
獪
逸
話
化
さ
れ
た
も
の
に
な
つ
て
ゐ
る
.
こ
れ
か
ら
轉
化
し
た
も

の
と
見
え
て
、
前
に

引
い
た

「
御
日
に
か
く
る
鳰
の
浮
欒
し
の
句
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
類
似
の
逸
話
が
白
雄
夜
話
に
出
て
ゐ
る
が
、
是
等
は
元
來
定
家
の
歌
と

い
ふ
も
の
に
氣
つ
か
な
い
所
か
ら
出
た
單
な
る
傳
論
化
で
あ
ら
う
こ
と
は
、
芭
蕉

の
珍
夕
宛

の
書
簡
や
去
來
文
に
よ

つ
て
推
斷
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
唯
去
來
抄
の
こ
の
條
に

「
是
よ
り
先
に
越
人
名
四
方
に
高
く
、
人
の
も
て
は
や
す
發
句
多
し
」
と
云
つ
て
ゐ
る
こ
と
が
、
同
抄



の
性
質
上
越
人
に
對
す
る
後
人
の
見
方
と
す
べ
き
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
後
人
に
か
う
見
ら
れ
た
と

い
ふ
點
に
於
、て
參
考
に
な
る
も
の
で
あ

る
。

既

に
族

寐
論

の
自

序

に
、
越

人
を

曲

翠

そ

の
他

の
四

人

と
共

に

、
「
今

こ

の
道

に
ほ

こ

ら
す

と

い

ヘ
ゼ

も

、
を

の

く

恐

る

べ
き

一
す

ぢ
あ
り
」
と
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
去
來
側
の
後
人
が
以
上
の
如
く
見
る
如
き
は
あ
り
得
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
信
す

べ
き
も
の
と
し
て
知

ら
れ
る
こ
と
は
、
篇
突
と
族
寐
論
と
に
よ
つ
て
知
ら
れ
る
越
人
の

　
　
　
　
ち

る
時

の
心
や
す
さ

よ
け
し

の
花

(難
)

の
句
に
「
別
レ僭
」
の
前
書

の
置
か
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
の
論
で
、
許
六
は
こ
の
句
を
云
ひ
足
ら
ぬ
句
と
見
て
、
前
書

を

{,後
代
前
書

の
格

式
た
る
べ
し
」
と
見
、
去
來
は
云
ひ
足
つ
た
句
だ
と
云
ひ
、
唯
越
人
が
路
通
に
別
れ
た
時
の
句
だ
か
ら
前
書
を
置

い
た
ま
で
で
あ
る
と
云

つ
て
ゐ
る
の
は
、
勿
論
去
來
の
云
ふ
通
り
で
あ
ら
う
。
許
六
は
例
に
よ
つ
て
嘯
山
の
所
謂

「偏
固
」
に
陷
つ
て
ゐ
る
、
然
る
に
こ
の
句
が

共
角

の
句
兄
弟
に
取
ら
れ
た
時
、
其
角
が
注
意
す

べ
き
こ
と
を
云
つ
て
ゐ
る
。

　
　

尋
常
の
詞
に
よ
り
て
中
七
字
に
風
俗
を
立
た
る
は
、
荷
兮
・
越
八
等
が
好
む
所
の
手
癖
也
。　
　
　
　
　
'

と
い
ふ
の
で
あ
る
。
「
中
七
字
に
風
俗
を
立
」
て
る
と
は
解
り
に
く
い
言
葉
で
あ
る
が
、
同
じ
猿
蓑
に
あ
る
越
人
の

　
　
　
　
稗

の
穗

の
馬
逃
し
た
る
氣
色
哉

な
ど
の
句
・.」併
せ
て
考

へ
る
と
、
擬
人
的
な
手
法
を
取
る
と
で
も
い
ふ
べ
き
こ
と
か
と
思
は
れ
る
。
さ
う
云
は
れ
N
ば
越
人
や
荷
兮
に
さ

う
云
つ
た
傾
が
な
い
で
は
な
い
や
う
に
思
は
れ
る
。
併
し
要
す
る
に
こ
れ
は
情
の
ね
ば
り
と
い
ふ
こ
と
に
歸
す
る
ら
し
く
、
つ
ま
り
率
直

に
掴
ま
な
い
の
で
あ
る
。
支
考
は
口
歌
に
於
て
、

　
　

越
八
は
な
ぐ
り
を
得
て
、

乏
云
つ
て
ゐ
た
が
、
こ
れ
も
解
り
に
く
い
言
葉
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
言
は
ゞ
奇
警
な
技
巧
と
で
も
い
ふ
べ
き
こ
と
で
あ
ら
う
が
、
奇
警
な



技
巧
に
な
る
の
も
情
が
ね
ば
る
か
ら
の
こ
と
で
あ
ら
ラ
。
許
六
は
、

　
　

越
八
、
こ
れ
も
逸
物
な
り
。
う
つ
は
す
ぐ
れ
て
、
花
實
と
も
に
見
え
た
り
。
し
か
れ
ど
も
、
久
し
く
師
説
を
き
か
ず
、
風
雅
に
お
こ
た
り
た
る
故
に

　

、
流
行
を
し
ち
ず
。
折
節
は
む
か
し
を
お
も
ひ
い
で
曳
、
當
流
の
か
る
み
を
う
か
黛
ふ
と
い
へ
ど
も
、
間
に
堀
切
の
あ
る
事
を
し
ら
ず
。
一
旦
誹
諧
に

　
　

得
た
る
所
あ
る
故
に
、
不
易
は
す
る
と
言
へ
ど
も
、
流
行
に
お
ゐ
て
は
あ
ドかな
く
さ
ぐ
り
足
な
り
。
云
々
。
(調
劉
)

乏
云
つ
て
ゐ
る
が
、
大
體
當
つ
て
ゐ
る
評
で
、
畢
竟
越
人
は
行
詰
り
と
怠
り
の
た
め
流
行
に
後
れ
、
輕
み
に
移
り
得
な
い
で
却
つ
て
重
く

な

つ
て
行
つ
て
ゐ
る
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

八

　

　
立

花

北

枝

　

北
枝
の
纏
つ
た
研
究
は
、
私
の
寡
見
の
爲
か
ま
だ
寓
日
し
な
い
。
併
し
最
近
彼
此
の
新
し
い
資
料
が
提
供
さ
れ
て
ゐ
る
。
そ
れ
は
根
本

的
な
點
を
動
か
す
や
う
な
も
の
で
は
な
い
が
、
有
釜
な
塘
補
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
北
枝
の
傳
と
い
ふ
と
、
大
抵
闘
更
の
誹
諧
世
論
の
記

す

所
が
主
要
部
を
な
し
て
ゐ
る
。
蕉
門
諸
生
全
傳
や
俳
家
奇
人
談
な
ど
は
皆
誹
諧
世
詮
を
そ
の
儘
取
つ
た
も
の
で
あ

る
が
、
こ
れ
が
北
枝

傳

の
主
要
部
を
な
し
て
ゐ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
闌
更
は
金
澤
出
身
で
、
且
北
枝
門
の
希
因
の
門
人
で
,北
枝

の
孫
弟
子
に
當
り
、
誹
諧
世

説

の
序
に
は

「北
枝
叟
の
書
の
こ
せ
る
ふ
み
の
は
し
、
希
因
先
師
に
聞
つ
た

へ
し
こ
と
な
ど
書
集
め
て
」
と
云
つ
て
ゐ
る
の
で
、
少
な
く

と
も
北
枝
に
關
す
る
も
の
は
餘
程
確
實
性
の
あ
る
も
の
丶
や
う
に
思
は
せ
る
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
何
分
天
明
五
年
と
い
ふ
や
う
な
後
れ

た
時
代
に
出
て
ゐ
る
も
の
で
あ
り
、
確
實
な
出
典

の
知
ら
れ
る
も
の
で
も
潤
色
が
加

へ
ら
れ
て
ゐ
た
り
も
し
て
居
り
、
特
に
出
典
の
知
ら

れ
な
い
種
類
の
も
の
に
な
る
と
果
し
て
史
實
か
傳
説
か
は
わ
か
ら
な
い
し
、
而
も

一
方
に
全
く
誤
傳
な
る
こ
と
の
知
ら
れ
る
も
の
が
あ
る

の
で
あ
る
か
ら
、
北
枝
に
つ
い
て
記
す
所
も
本
書
以
外
に
確
實
な
旁
證
と
な
る
も
の
Σ
な
い
限
り
史
實
と
し
て
取
扱

ひ
に
く

ゝ
、
從
つ
て



本
書
を
主
要
部
と
す
る
北
枝
傅
は
大
體
史
的
價
値
の
認
め
難
い
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
又
他
か
ら
確
實
な
旁
證
が
得
ら
れ
る
位

の
も
の
な
ら
、
本
書
に
據
ら
な
く
て
も
直
に
そ
れ
に
據
つ
て
置
け
ば
よ
い
譯
で
も
あ
る
。
こ
ん
な
次
第
で
あ
る
か
ら
、
私
は
今
史
實
と
い

ふ
點
か
ら
は
本
書
を
避
け
て
、
凡
て
本
書
以
外
の
確
實
と
思
は
れ
る
も
の
に
據
つ
て
北
枝
傳
を
述
べ
て
見
る
こ
と
に
す
る
。
尤
庵
ま
だ
十

分

の
資
料
が
集
つ
て
ゐ
す
、
且
零
細
な
も
の
を
集
め
て
の
も
の
で
あ
る
の
で
、
不
十
分
を
免
れ
な
い
こ
と
は
已
む
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

　

先
づ
支
碧
が
元
祿
十
五
年
に
書
い
た
牧
童
傳

(輩
苅
笛
讐
頭
所
載

同
俗
叉
選
斑
敬

)
に
よ
つ
て
北
枝
の
傅
記
の
或
部
分
が
知
ら
れ
る
。

　
　

牧
童
は
も
と
小
松
の
素
生
に
し
て
、
「賀
の
金
城
に
居
る
事
年
ひ
さ
し
。
家
は
硼
刀
の
わ
ざ
を
も
て
よ
の
つ
ね
の
た
つ
き
と
は
な
せ
り
け
り
。
牧
童
は

　
　

彼
が
兄
に
し
て
北
枝
は
是
が
弟
也
云
々
。

と

あ
る
が
、
之
に
依

つ
て
北
枝
が
兄
牧
童
と
共
に
小
松
出
身
で
、
共
に
金
澤

へ
引
移
つ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
、
牧
童
家
が
家
業

と
し
て
研
刀
師
で
あ
つ
た
の
な
ら
北
枝
も
同
じ
家
に
あ
つ
て
兄
と
共
に
研
刀
を
し
た
も
の
か
と
思
は
れ
る
。
然
る
に
安
井
小
酒
氏
編
の
蕉

門
名
家
句
集
に
よ
る
と
、
延
寶
八
年
の
白
根
草
に
、
牧
童
は
當
時

立
花
松
葉
で
北
枝
は
土
井
北
枝
と
あ
る
山
で
あ
る
。
延
寶
八
年
は
北
枝

の
殻
し
た
享
保
三
年
よ
り
三
十
九
年
前
で
あ
る
が
、
こ
の
時
北
枝
は
何
歳
位
で
あ
つ
た
か
。
彼
れ
の
享
年
が
わ
か
つ
て
ゐ
な
い
の
で
確
か

な
年
齡
が
知
ら
れ
な
い
が
、
牧
童
傳
に
牧
童
が
居
眠
り
を
生
涯
の
得
承
の
と
し
た
と
云
つ
て
、
「
四
十
年
の
春
秋
も
過
行
ぬ
れ
ば
」
と
あ
る

か
ら
、
牧
童
は
こ
の
牧
童
傳
の
書
か
れ
た
元
祿
十
五
年
に
は
四
十
歳
許
で
あ
つ
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
北
枝
が
ど
れ
程

の
年
少
の
弟

で
あ

つ

た
か
わ
か
ら
な
い
が
、
假
に
五
歳
の
年
少
で
あ
つ
た
と
す
る
と
ゆ
延
寶
八
年
が
十
四
歳
許
に
な
る
か
ら
、
恐
ら
く
も

つ
と
年
齡
の
接
近
し

た
弟
で
あ

つ
た
ら
う
と
思
鳳
れ
る
。
そ
れ
で
大
體
の
見
當
か
ち
云
つ
て
、
北
枝
が
延
寳
八
年
に
土
井
氏
で
あ
る
の
は
、
、'立
花
家
か
ら
土
井

家

へ
養
子
に
行
つ
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ら
う
。
然
る
に
、
元
祿
四
年
の
卯
辰
集
の
句
室
の
序
に
は

「
立
花
氏
北
枝
し
と
あ
る
。

そ

し
て
元
祿
二
年
の
曠
野
に
は

「
わ
が
草
庵
に
た
つ
ね
ら
れ
し
比
」
(こ
れ
'誰
か
わ

か
ら
な
い
が

)
と
い
ふ

一
前
書
が
あ
り
、
北
枝
の
元
祿
三
年

の
歳
旦
吟



と
推
定
さ
れ
る

「
元
日
や
疊
の
上
に
米
俵

一
の
句
の
前
書
に
は
、
「
只
四
壁
な
る
か
り
の
す
崇
ゐ
」
と
あ
つ
て
、
同
年
三
月
十
七
日
の
大
火

(加
越
能

舊
跡
抄
)
に
類
燒
し
た
の
は
こ
の

「
草
庵
」
と
云
ひ

「
か
り
の
す
ま
ゐ
」
と
云
つ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
ら
し
く
、
芭
蕉
が
四
月
二
十
四
日
に

類
燒
見
舞
の
手
紙
を
よ
こ
し
た
宛
名
に
は

【、北
枝
丈
」
と
の
み
あ
つ
て
牧
童
と
の
蓮
名
に
な
つ
て
ゐ
な
い
の
で
、
是
等

の
點
か
ら
見
て
、

當
時
北
枝
は
牧
童
と
は
別
居
し
て
假
住
ひ
の
身
で
あ
つ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
上
に
、
立
花
氏
に
復
姓
し
て
ゐ
る
の
で
あ

る
か
ら
土
井
家
と

は
い
つ
か
離
縁
し
て

一
家
を
構

へ
る
に
至
つ
た
ら
う
こ
と
が
推
せ
ら
れ
る
。
家
業
は
依
然
研
刀
師
で
あ
つ
た
ら
し
く
、
卯
辰
集
の
末
尾
に

「
賀
陽
庶
人
北
枝
」
と
署
し
て
ゐ
る
の
で
、
仕
官
を
し
て
ゐ
る
い
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
風
俗
文
選
作
者
列
傳
に

「
業
二磨
工
一」
と
あ
る

か
ら
、
や
は
り
元
の
家
業
を
績
け
て
ゐ
た
も
の
と
し
て
間
達
あ
る
ま
い
。

　
そ
れ
な
ら
俳
歴
は
ど
う
か
。
牧
童
傳
に
、

　
　

む
か
し
は
梅
翕
の
風
流
を
し
た
ひ
、
中
比
は
芭
蕉
の
門
に
入
つ
て
、
時
の
風
雅
に
あ
そ
べ
る
心
の
、
ふ
た
り
と
も
に
あ
そ
ぶ
所
お
な
じ
か
ら
ず
。

と
あ
る
。
こ
れ
で
知
ら
れ
る
や
う
に
、
牧
童

・
北
枝
共
に
始
め
は
談
林
で
あ
つ
た
の
で
、
事
實
、
蕉
門
名
家
句
集
に
引
か
れ
て
ゐ
る
前
述

の
白

根
草
や
天
和
元
年
の
加
賀
染
な
ど
の
兩
人
の
句
を
見
る
と
、
正
し
く
談
林
調
で
あ
る
。
談
林
に
入
つ
た
の
は
い
つ
頃
か
知
ら
れ
な
い

が
、
北
枝
の
年
齡
の
想
定
か
ら
考

へ
て
白
根
草
の
頃
か
ち
さ
う
早
い
時
で
は
あ
り
得
な
い
こ
と
が
考

へ
ら
れ
よ
う
。
又
芭
蕉
に
入
門
し
た

時
期
も
明
か
に
は
知
ら
れ
な
い
が
、
北
枝
の
方
で
見
る
と
、
清
風
の
稻
莚

(貞
享
二

年
刊

)
忙
牧
童
と
共
に
見
え
る
關
係
は
不
明
で
あ
る
が
、
徇
白

の
覆

禦
(罅

四
)
や
礬

の
曠
野
(擁

二
)
な
ど
に
見
え
て
ゐ
る
點
か
ら
考

へ
る
と
・
元
祿
二
年
七
月
に
於
け
る
奥
の
細
導

脚
の
芭
蕉
と

の
金
澤
で
の
對
顏
以
前
に
既
に
蕉
風
に
入
つ
て
ゐ
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
、
年
齢
か
ら
考

へ
て
先
輩
で
あ
つ
た
と
思
は
れ
る

一
笑
(元
滌
元
年
、

一二十
六
蔀夙歿
)

が
孤
松
集
に
多
數

の
句
が
取
ら
れ
て
居
り
、
曠
野
に
も
北
枝

の
一
句
に
對
し
て
四
句
取
ら
れ
て
ゐ
る
關
係
か
ら
考

へ
て
、
北
枝
が

(
牧
童

も
)
蕉
風
に
移
つ
た
の
は
或
は

一
笑
な
ゼ
の
手
引
で
あ
つ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
る
。
然
る
に
こ
の

一
笑
は
、
雜
談
集
に
は

「
翕
行



脚

の
程
お
宿
中
さ
ん
と
て
遠
く
心
ざ
し
を
は
こ
び
け
る
に
」
と
云
は
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
北
枝
等
も
恐
ら
く
は
同
樣
で
あ
つ
た
の

で
は
な
い
か
と
思
は
れ
る
が
、
併
し
芭
蕉
と
封
顏
し
た
の
は
前
述
の
元
祿
二
年
七
月
が
初
め
で
あ
ら
う
。
こ
の
時
の
こ
と
は
、
奥
の
細
道

や
北
枝
の
卯
辰
集

・
山
冲
問
答
や
車
葢

の
ゆ
め
の
あ
と
や
芭
蕉
の
書
簡
な
ど
に
よ
つ
て
知
ら
れ
、
北
枝
に
取
つ
て
は
、
彼
が
眞
に
芭
蕉
を

知
り
蕉
風
の
眞
諦
を
解
し
た
重
大
な
意
義
を
持
つ
思
出
の
多
い
時
で
あ
つ
た

の
で
あ
る
.
芭
蕉

の
句
室

へ
逡

つ
た
元
祿
三
年
の
書
簡
と
推

定
さ
れ
る
も
の
に
、

　
　

柳
陰
庵
の
か
り
寢
に
北
枝
・
秋
の
坊
風
流
の
あ
ら
そ
ひ
な
ど
お
も
ひ
出
し
、

と
あ
つ
て
、
こ
れ
で
見
る
と
前
年
の
芭
蕉
行
脚
の
際
に
俳
諧
上
の
こ
と
に
つ
い
て
熱
心
の
餘
り
互
に
諍
つ
た
程
も
窺
は
れ
る
。
又
北
枝
が
、

芭
蕉
が
翌
三
年
幻
佳
庵
の
桂
に
懸
け
て
ゐ
た

「越

の
菅
蓑
」
を
芭
蕉

へ
贈
つ
て
、

　
　
　
　
白
露
も
ま

だ
あ
ら
蓑

の
行
衛

か
な

(江
鮭
壬
。
猿

蓑
。
卯
辰
藥
)
　
　
　
ノ

の
句
を
詠
ん
だ
の
も
こ
の
年
で
、
北
枝
は
翌
三
年
、

　
　
　
　
露
清
く
翕

に
な
れ
し
蓑
見
た
き

(北
枝
の
秋

湖
宛
聿
簡
)

と
い
ふ
句
を
も
詠
ん
で
ゐ
る
。
元
祿
二
年
の
暮
に
、
生
駒
萬
子
か
ら
當
時
假
住
ひ
の
身

の
北
枝

へ
、
白
米
五
斗
に
、

　
　
　
　

一
に
俵
ふ
ま
え
て
越

せ
よ
と
し
の
坂

の
句
を
添

へ
て
贐
つ
て
く
れ
た
の
で
、

　
　
　
　
　
　
か
ぐ
め
ぐ
み
た
ま
ふ
に
、
只
四
壁
な
る
か
り
の
す
ま
ゐ
に
は
過
た
る
と
し
だ
ま
な
が
ら
、
寢
ざ
め
こ
ゝ
ろ
よ
く
て

　
　
　
　
元
日
や
疊

の
上
に
米
だ

は
ら

の
歳
旦
吟
が
成
り
、
之
を
芭
蕉

へ
邊
つ
た
と
見
え
て
、
正
月
廿
四
日

(元
隷
三
年
)
付
の
芭
蕉
の
途
翰
に
、
「
今
年
天
下
第

一
の
歳
旦
可
レ成
と
《



京

大

津

め

作
者

も
致

二
稱
美

一候

」

と

云

つ

て
來

て

ゐ

る
。

北

枝

が
か

う

喜

び
芭

蕉

か

ら
か

う

讚

め

ら
れ

て
間

も

な

く

、

ご
、{月

十

七
日

の
大

火

に
類

燒

し
た

の

で
あ

る
が

、

そ

の
時

、

　

　

　
　

燒

に

け

り

さ

れ

ど

も

花

は

散

り

す

ま

し

(猿
蓑
.

卯
辰
集
)

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

(臨
)

の
句

を

詠

み

、
芭

蕉

か

ら

「
や

け

に

け
り

の
御

秀

作

、

か

Σ
る
と

き

に
望

、
大

丈

夫

感

心

…

…

名
寄

を

命

に
か

へ
た

る
古

人

も
候

へ
ば
、

か

」
る

名

句

に
御

替

被

」成

候

へ
ば
、

さ

の
み

お

し

か

る
ま

じ

く

と
存

候

」
と
激

賞

し

て
來

た

の

で
あ

る
。
.こ

ん
な

風

に
、
芭

蕉

は
北

枝

の

作

を

度

々
稱

讚

し

、

金

澤
蕉

門

の
中

で
最

も

軍

き

を
置

い

て
ゐ

た
ら

し

い
。

雅

文

せ
う

そ

こ
に

よ

る
と

、

許

六

の
淌

息

に

は

、

　

　

加
賀

に
北
枝
あ

り
と
翕
の
譽

め
給

ひ
し
も

、
あ
か
ノ
＼

の
句
を
聞
た
る
故

な
が
ら
、

と
云

つ
て
ゐ
る
。

こ
れ
で
見
る
と
、
蕉
門
頭
陀
物
語
に
記
し
て
ゐ
る

「
あ
か
ぐ

と
」
の
句
に
つ
い
て
の
逸
話
も
或
程
度

の
書

が
あ
つ

た
も

の
ら
し
い
。
こ
れ
に
答

へ
た
野
坡
の
淌
息
に
も
、
「
加
賀
に
北
枝
と
い
へ
る
作
者
あ
り
と
は
翁
も
度

々
譽
め
給

へ
ど
も
」
と
云
ひ
、
「
北

枝
な
ら
で
は
か
く
自
在
す

る
も
の
意
あ
ら
じ
と
無
名
庵
に
て
稱
し
給
ひ
し
」
な
ど
云
ひ
、
許
六
は
野
坡
が
北
枝

の
こ
と
を

「
文
通
の
句
毎

に

一
句
と
し
て
あ
だ
な
る
は
な
し
。
今
の
世
の
名
人
」
と
云
つ
た
と
云
つ
て
野
坡
を
揶
揄
し
て
ゐ
る
が
、
北
枝
を
悪
ざ
ま
に
い
ふ
許

六
も
、

風
俗
文
選
の
作
者
列
傳
で
は

「
北
方
之
逸
士
也
」
と
云
つ
て
ゐ
る
。

　
芭
蕉

の
知
遇
を
得
た
北
枝
が
芭
蕉

の
死
に
際
し
て
悲
歎
に
く
れ
た
で
あ
ら
う
こ
と
は
察
す
る
に
餘
り
あ
る
。
そ
の
百
ヶ
日
に
、

　
　
　
　
問
殘
す
歎

の
か
ず

や
梅

の
は
な

(浪
化
日
記
、

砥
並
由

)

と
歎
い
・て
ゐ
る
。
芭
蕉
の
三
周
忌
に
當
る
元
祿
九
年
に
は
遙

々
義
仲
寺
の
墓
に
詣
で
ゝ
、

　
　
　
　
笠
提

て
塚
を

め
ぐ
る
や
村

し
ぐ
れ

の
勧

を
詠
み
、
去
來
等
と
追
善

の
俳
諧
を
與
行
し
、
歸
澤
後
追
善
集
喪
の
名
殘

(元
隷
つ.

年
刊

)
を
編
ん
だ
の
で
あ
る
。
然
る
に
芭
蕉
殿
後
は
北
國



筋

へ
所
謂
俳
魔
支
考
の
手
が
仲
び
、
或
者
は
支
考
の
虜
と
な
り
或
者
は
表
面
的
に
合
は
し
て
ゐ
た
ら
し
く
思
は
れ
る
が
、
元
祿
十
四
年
支

考

が
北
國
筋

へ
や

つ
て
來
た
時
、
越
中
の
輻
光
か
ら
北
枝

へ
の
文
通
に
、

　
　

此
郎
は
、
む
か
し
先
師
に
ま
つ
は
り
て
、
風
雅
は
此
の
ま
こ
と
あ
り
と
し
れ
る
よ
り
、
囘
祿
の
花
に
風
雅
の
根
性
を
さ
だ
め
、
時
雨
の
松
風
(朗
就
断

　
　

域
醐
楓
吻
疏
禦
)
に
風
雅
の
言
藏叩
を
し
る
。
此
ふ
た
つ
の
物
は
俳
諧
に
お
ほ
い
・な
の
と
い
ふ
べ
し
。

と
云
つ
て
置
い
て
、
扨

「
此
度
東
花
坊
に
蠻
化
せ
ら
れ
て
…
…
は
じ
め
て
虚
實
自
在
の
人
と
い
ふ
べ
し
、]
な
ど
勝
手
な
之
と
を
云
ひ
途
つ

て
ゐ
る
(東
西
夜
話
)。
多
く
を
引
く
ま
で
も
な
く
、
北
枝
は
支
考
の
正
徳
元
年
の
佯
死
に
當
り
、
自
己
と
萬
子

㌔
秋
之
坊

・
八
紫
と
の
四
吟
の
拈

香
俳
諧
を
も
卷
い
て
ゐ
る
位
で
(阿
誰
話

)、
ま
さ
し
く
支
考
に
合
は
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
同
じ
頃
の
山
中
三
笑
で
は

「
我
か
つ
て
共
中
に

立

て
是
非
を
さ
だ
む
る
に
は
あ
ら
で
、
一
さ
し
舞
ふ
て
共
よ
ろ
こ
び
を
う
た
ふ
に
は
」
(　
熱
三
笑
)
と
云
つ
て
ゐ
る
や
う
な
無
抵
抗
主
義
か
ら
に

過
ぜ
な
い
も
の
ゝ
や
う
に
思
は
れ
る
。
併
し
兎
に
角
表
面
は
合
は
し
て
ゐ
る
の
で
、
北
枝
が
寳
永
三
年
二
月
五
日
に
再
び
火
災
に
罹
つ
た

時

に
は
、
支
考
が
そ
の
見
舞
集
の
家
見
舞
を
編
ん
だ
り
し
て
ゐ
る
。

　

北
枝
は
誹
諧
世
説
で
は
す
つ
か
り
畸
人
に
出
來
上
つ
て
ゐ
る
が
、
こ
れ
は
恐
ら
く
傳
説
化
で
、
そ
れ
程
の
畸
人
で
も
な
か
つ
た
ら
し
く

思
は
れ
る
。
併
し
兄
牧
童
と
共
に
頗
る
呑
氣
な
蕩
落
な
貧
に
廿
す
る
と
云
つ
た
や
う
な
人
物
で
あ
つ
た
ら
し
く
、
そ
れ
は
前
述
し
た
萬
子

の
途
米
や
火
災
時
の
態
度
か
ら
で
も
さ
う
思
は
れ
る
。
そ
れ
に
兄
牧
童
と
共
に
ど
つ
ち
も
居
眠
り
で
通
つ
て
ゐ
た
と
云
ふ
か
ら
獪
更
で
あ

る
。
牧
童
傳
に
は

「時

に
居
眠
り
を
も
て
生
涯
の
得
も
の
と
せ
り
」
と
あ
り
、
北
枝
に
は

「
居
眠
,辯
」
妹
鰡
)
が
あ

つ
て
、
「
世
に
い
ふ
翠

臺

の
北
枝
鳳
萬
事
ね
む
る
に
た

へ
た
り
巴
」
と
宙
ら
云
ひ
、
「
雪
隱
に
寐
わ
す
れ
た
る
を
…
…
金
城
の
人
に
ほ
め
ら
れ
て
、
我
と
居
眠
の
辯

か
き
て
、
、唐

へ
も
つ
た
ふ
べ
き
と
也
」
な
ど
云
つ
て
ゐ
る
。
こ
ん
な
風
で
あ
る
か
ら
、
北
陸
蕉
門
の
中
心
人
物
で
あ
り
な
が
ら
、
積
極
的

に
或
は
不
純
な
動
穢
か
ら
著
作
を
す
る
と
い
ふ
事
が
な
く
、
從

つ
て
著
作
の
數

が
頗
ゐ
少
な
い
。
既
に
述
べ
た
喪
の
名
殘
の
外
に
は
、
〔
山



中
温
泉
に
し
て
翕
の
物
が
た
り
給

へ
る
こ
と
穿
も
、
あ
ら
ー

書
と
ゞ
め
侍

る
」
と
い
ふ
元
祿
二
年
秋
筆
記
の
山
中
問
答
、
そ
の
附
録
と

な

つ
て
ゐ
る

「
右
三
年
之
工
夫
を
以
て
蕉
翁
二爲
レ見
中
候
處
の

一
法
也
」
と
い
ふ
元
祿
五
年
春
述
作
の
附
方
八
方
自
他
傳
が
、

一
書
と
し

て
刊
行
さ
れ
た
の
は
江
戸
期
も
す
つ
と
末
で
あ
る
。
元
祿
四
年
四
月
に
彼
に
よ
つ
て
躡
版
さ
れ
た
卯
辰
集
は
、
俳
友
楚
常
の
遺
編
を
補
修

し
た
も
の
で
友
情
に
出
つ
る
も
の
で
あ
る
。
楚
常
に
つ
い
て
は
、
懸
葵

愈
朋
軅
年
)
に
桂
井
未
翕
氏
に
よ
つ
て
楚
常
殻
年
の
追
悼
集
未
定
草

稿

が
發
表
さ
れ
、
楚
常
が
金
子
氏
で
貞
享
五
年
七
月
二
日
に
二
十
六
歳
で
殻
し
た
こ
と
そ
の
他
が
明
か
に
さ
れ
、
卯
辰
集
に
對
し
て
釜
を

與

へ
る
所
が
多
い
。
獪
卯
辰
集
中
の
燕
歌
仙

の
芭
蕉
の
改
刪
批
評
と
北
枝
が
芭
蕉
に
云
つ
て
見
た
論
と
を
北
枝
が
筆
記
し
て
置
い
た
も
の

が
、
・天
保
十
年
に
可
大
に
よ
つ
て
山
中
集
と
題
し
て
出
版
さ
れ
た
が
、
之
に
よ
つ
て
芭
蕉
及
び
北
枝
の
連
句
に
對
す

る
理
解
及
び
技
量
を

知
り
得
る
點
が
少
な
く
な
い
。
叉
鴎
里
が
天
保
十
二
年
に
出
版
し
た
三
四
考
に
は
、
北
枝
の
附
方
自
他
傳
そ
の
他
の
遺
稿
が
收
め
ら
れ
て

ゐ
る
。
以
上
に
ょ
つ
て
も
、
著
作
に
對
す
る
恬
淡
さ
と
そ
の
性
格
と
が
窺
は
れ
よ
う
。
こ
製
に
雅
號
に
つ
い
て

一
言

し
て
置
く
と
、
彼
が

「
居
眠
,辯
」
以
外
で
も
翆
臺
と
記
し
て
ゐ
る
が
、
俳
人
眞
蹟
全
集
に
は

「鳥
翠
臺
　
趙
北
枝
」
と
署
し
た
も
の
が
二
種
も
あ
つ
て
、
翠
豪

は
鳥
翠
臺
の
略
で
あ
る
こ
乏
が
知
ら
れ
る
が
、
趙
は
所
謂

一
字
名
乘
か
と
思
は
れ
る
。
本
朝
文
鑑
に
は

「
翠
臺

ハ
別
莊

ニ
シ
テ
、
趙
子
ハ

彼

ガ
標
號
ナ
リ
」
と
云
つ
て
ゐ
る
が
、
別
荘
と
云
つ
て
も
恐
ら
く
名
ば
か
り
の
草
庵
で
で
も
あ
つ
た
の
で
あ
ら
う
が
、
趙
子
を
標
號
と
い

ふ
の
は
支
考
の
誤
解
か
と
思
は
れ
る
。
後

に
述
べ
る
北
枝
の
追
悼
集
に
も
人
々
が
趙
士
と
書
い
て
ゐ
て
、
こ
の
士
も
趙
子
の
子
も
共
に
敬

辭

と
見
る
べ
き
も
の
で
あ
ら
う
。
叉
楚
常
の
追
悼
集
草
稿
に
跋
が
あ
つ
て
、
一
壽
天
軒
　
□
枝
　
拜
跋
」
と
あ
つ
て

一
字
不
明
で
あ
る
が
、

こ
れ
が
未
翕
氏
の
説

の
如
く
北
枝
で
あ
つ
た
ら
、
壽
夭
軒
と
い
ふ
別
號
も
あ
つ
た
こ
と
に
な
り
、
こ
の
方
が
本
宅
の
方
の
軒
號
で
あ
つ
た

の
か
も
知
れ
な
い
。

　
北
枝
の
俳
論
と
し
て
特
に
擧
ぐ
べ
き
も
の
を
私
は
ま
だ
見
得
な
い
し
、
北
枝
の
作
風
に
對
す

る
批
評
も
許
六
の
も

の
以
外
に
注
意
を
惹



い
た
も
の
が
な
い
の
で
、
今
姑
く
許
六
の
も
の
を
考

へ
て
置
く
。
許
六
は
、

　
　

北
枝
が
器
大
か
た
な
り
。
花
實
も
有
り
て
實
す
く
な
し
。
師
読
に
疎
き
故
ち
か
ら
な
し
。
自
己
の
瞑
を
も
つ
て
世
上
の
人
の
流
行
を
見
な
ら
ひ
、
跡

　
　

よ
り
し
た
が
ふ
に
似
た
り
。
と
り
は
や
し
斗
瞑
に
入
る
。
血
脈
の
所
を
さ
ぐ
り
あ
て
ざ
る
ゆ
へ
に
弱
し
。
嵐
雪
が
ま
ぎ
ら
か
し
よ
り
は
は
る
か
に
勝

　
　

れ
た
り
。
世
俗
の
耳
に
は
し
ほ
ら
し
く
聞
へ
侍
れ
ど
も
、
根
本
の
所
よ
り
い
で
ざ
る
故
に
、
淺
間
に
し
て
見
ざ
め
せ
り
。

　
　
　
　

な
が
れ
た
る
雲

や
時
雨
る

ゝ
長
良
山

　
　
　
　

雁

の
は
ら
崩

れ
か

ゝ
る
や
勢
田

の
稱

　
　
　
一
句
の
根
な
け
れ
ば
、
と
り
は
や
し
ま
で
に
て
果
た
り

(翔
餬
)。

乏

い
ふ
の
で
あ
る
。
(喇
尿
勵
町
駒
鋸
猟
掀
齢
噸
際
躱
敏
り
辰
黼
砺
句
)・
「
と
り
は
や
し
」
と
は
才
ば
し
つ
た
表
現
技
巧
と
い
ふ
程
の
こ
と
で
あ
ら
う
が
、

成

る
程
北
枝
の
作
に
は
さ
う
云
つ
た
傾
が
な
い
で
は
な
い
。
彼
れ
の
人
物
を
考

へ
る
と
は
そ
ぐ
は
ぬ
程
巧
緻
な
所
が
あ
つ
て
、
そ
こ
に
成

功

も
不
成
功
も
あ
る
や
う
に
見
え
る
。
併
し
師
説

・
血
脈
を
云
々
す
る
の
は
許
六
の
癖
で
、
許
六
と
て
も
こ
の
點
は
可
な
り
怪
し
い
の
で
、

北
枝
に
對
し
て
そ
れ
を
云
ふ
資
格
は
な
く
、
そ

の
爲
に
力
が
な
い
と
か
弱
い
と
か
云
つ
て
ゐ
る
こ
と
も
見
當
達
ひ
で
あ
る
と
思
は
れ
る
。'

北
枝
の
作
風
は
決
し
て
纖
弱
と
云
ひ
得

る
や

う
な
も
、の
で
は
な

い
。
許
六
は
獪
、
喪
の
名
殘
の
追
善
の
句
ど
も
が
陳
腐
で
あ
る
と
云
ひ

(鵬
辮
發
)、
前
に
擧
げ
た

「
笠
提
て
」

の
句
(
「笠
捨
て
塚
を
ま
は
る
や
村

し
ぐ
れ
」
と
誤
つ
て
ゐ
る
が
)に
つ
い
て
、
「
中
の
七
文
字

の
や
の
字
、
切
字
う
た
が
ひ
な
り
」
と
云
つ
て
、

こ
れ
は
加
賀
の
友
な
ど
が
|北
《
◎
》

枝
を
思
ひ
や
つ
た
他
句
だ
乏
云
ひ
,
「
惣
別
自
句
他
句
と
い
ふ
事
を
知
ら
ぬ
作
者
也
」
と
云
つ
て
ゐ
る
が

靈
醸

鴫
郊
)、
こ
れ
な
ど
は
非
難
意
識
が
高
じ
切

つ
て
ゐ
る
爲

の
途
方
も
な
い
誤
で
、
許
六
の
病
弊
と
い
ふ
べ
き
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
斯
く
て
「
我

身
」
を

「
秋
風
や
息
災
過
て
野
入
也
」
動
辰
)
と
云
つ
た
健
康
で
あ
つ
た
ら
し
い
彼
は
、
享
保
三
年
五
月
十
二
日
、

　
　
　
　

書

て
見
た

り
け
し
た
の
果

は
け
し

の
花



の
句
を
辭
世
と
し
て
、
月
は
達
ふ
が
翕
の
忌
日
に
歿
し
た
の
で
あ
る
。
享
年
は
知
ら
れ
て
ゐ
な
い
が
、
前
に
推
考
し
た
點
か
ら
云
ふ
と
五

十
四
歳
前
後
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
桂
井
未
翕
氏
が
殿
田
良
作
氏
の
發
見
に
係
る
と
云
つ
て
懸
葵

(鰓
崩
糖
年
)
に
北
枝
殿
年
に
於

け
る
追
悼
集
け
し
の
花
を
紹
介
さ
れ
た
。
編
者
は
覊
充
と
い
ふ
人
で
地
方
版
で
あ
ら
う
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
が
、
前
記

の
辭
世
句
の
前
文

中
に
北
枝
の
言
葉
が
引
か
れ
て
ゐ
て
、
「
吾
淌
息
旦
暮
に
せ
ま
れ
り
。
ね
が
は
く
は
古
翕
の
忌
日
に
終
を
と
ら
ん
」
と
あ

る
の
が
頗
る
注
意

を
惹
き
、
辭
世
句
は
殿
日
に
揮
毫
さ
れ
た
も

の
と
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

九
　

　
森

川

許

六
　

　

　

　

　

　

・

　
以
下
許
六
と
支
考
を
餘
す

の
み
と
な
つ
た
が
、
是
等
の
二
入
に
は
、
傳
記
上
に
も
問
題
が
な
い
で
は
な
い
が
、
そ
れ
よ
り
も
俳
論
及
び

そ
れ

の
見
方
の
方
が
重
要
な
問
題
に
な
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
原
稿
の
期
日
が
全
く
切
迫
し
切
つ
た
の
で
」
俳
論
に
ま
で
及
ん
で
ゐ
る
餘

裕
が
な
く
、
出
來
る
だ
け
簡
約
な
方
法
を
取
つ
て
書
か
し
て
貰
ふ
よ
り
外
な
い
の
で
、
こ
の
點
豫
め
讀
者
諸
君
に
諒
恕
を
乞
ひ
た
い
の
で

あ
る
.

　
許

六
の
傳
記
に
は
、
星
野
書
店
發
行
の
俳
諧

の
研
究

の
中
に
鈴
木
重
雅
氏
の
俳
人
許
六
の
研
究
が
あ
つ
て
、
詳
細
た
許
六
の
傳
記
が
知
　

.

ら
れ
る
か
ら
、
之
を
お
奬
め
し
た

い
。
許
六
の
俳
歴
は
、
許
六
自
ら
誹
諧
問
答
中
の
自
讚
之
論
に
芭
蕉
存
命
中
ま
で
を
相
當
精
し
く
記
し

て
ゐ
る
の
で
、
普
通
こ
れ
が
そ
の
儘
に
信
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
私

の
觀
る
所
で
は
、
許
六
の
性
格
は
、
率
直
で
單
純
で
寧
ろ
稚
氣
愛
す
。へ

き
所
さ

へ
あ
る
と
思
は
れ
る

一
方
に
、
か
う
し
た
性
格
に
あ
り
得
る
誇
大
性
と
偏
倚
性
と
が
あ
る
と
思
は
れ
、
そ
の
爲
に
自
然
繕
ひ
や
作

爲
が
交

へ
ら
れ
て
ゐ
る
と
思
は
れ
る
の
で
、
彼
自
ら
述
べ
る
俳
歴
に
於
て
も
こ
の
用
意
を
以
て
臨
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
,ふ
の
で
あ

る
。
彼
は
始
め
季
吟
の
流
を
汲
み
談
林
風
が
起
つ
て
常
矩
門
に
歸
し
、
芭
蕉
等
の
江
戸
三
吟
(轣
輝
ハ丶
の
頃
常
矩
を
見
破

つ
た
と
云
ふ
の
で



あ

る
が
、
常
矩
に
歸
し
て
ゐ
た
間
を
云
つ
て

「
俳
諧
す
る
事
七
八
年
」
と
云
つ
て
ゐ
る
、
然
る
に
こ
れ
が
疑
問
の
も

の
に
な
る
の
で
、
常

矩

に
蹄
し
た
時
期
を
假
定
す
れ
ば
延
寳
三
四
年
の
頃
と
見
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
に
、
そ
れ
か
ら
江
戸
三
吟
ま
で
は
三
四
年
に
し
か
な
ら

な
い
の
で
、
七
八
年
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
之
を
單
に
執
筆
時
の
思
ひ
違
ひ
と
見
て
よ
い
か
ど
う
か
。
彼
は
後

の
方
に
續
の
原
と
曠

野

・
い
つ
を
昔
と
の
出
版
年
時
を
あ
べ
こ
べ
に
し
て
ゐ
る
が
、
こ
れ
た
ど
は
集
を
再
調
し
な
か
つ
た
爲
と
見
れ
ば
そ
れ
で
濟
む
の
で
、
こ

れ
と
前
記
の
も
の
と
は
事
情
が
達
ふ
の
で
あ
る
。
私
に
は
か
う
思
は
れ
る
の
で
、
こ
の
邊
に
何
か
繕

ぴ
か
作
爲
か
ビ
あ
る
や
う
な
氣
が
し
、

彼

れ
の
年
齡
か
ら
考

へ
て
、
常
矩
派
に
は
直
接
或
は
間
接
の
關
係
が
あ
つ
た
も

の
と
認
め
て
も
、
季
吟
流
と
の
關
係

と
い
ふ
こ
と
が
先
づ

疑

は
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
彼
れ
の
父
理
性
軒
の
俳
句
が

一
句
瀬
藩

見
ら
れ

る
點
か
ら
、
或
は
父
の
俳
壓
か
ら
の
移
入
が
あ
る
の
で

は
な
い
か
の
一疑
も
起
り
得
る
。
(蜘
纉
戯
艀
紛
蟐
糧
⑳
麟
轢
囃
凱
愈
硯
砿
施
礪
蝦
燻
酬
岡
肩
▽。
大
體
叉
誇
大
し
た
が
り
自
負
し
た
が
る
彼
で
あ
り
な
が
ら
、
彼

れ

の
俳
作
と
し
て
知
ら
れ
る
年
代
の
最
も
早

い
も
の
は
、
鈴
木
氏
が
天
和
二
年
頃
の
作
と
さ
れ
る

　
　
　
　
　
　
大
津
に
佳
み
侍
る
頃
、
勢
阻
に
て
は
つ
ね
を
聞
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

!

　
　
　
　
ほ

と
ゝ
ぎ
す
勢
田
は
鱚

の
自
慢
哉

(嬲
)
　
　

轟

の
句
ら
し
く
、
こ
れ
以
前
の
延
寳
頃
の
作
を
更
に
見
せ
て
ゐ
な
い
と
い
ふ
事
も

一
寸
考

へ
さ
せ
ら
れ
る
點
で
は
あ
る
ま

い
か
と
鳳
は
れ
る
。

私

に
は
か
う
思
は
れ
る
の
で
あ
る
が
、
彼
は
江
戸
三
吟
の
出
た
頃
か
ら
後
暫
く
俳
諧
を
捨
て
た
と
い
ふ
が
、
こ
れ
は
他

に
徴
證
の
な
い
こ
・

と
で
あ
る
か
ら
そ
の
儘
と
し
て
置
い
て
、
後
再
び
復
歸
し
て

「ま
た
俳
諧
す
る
都
合
四
五
年
」
と
い
ふ
の
で
あ
る
が
、
書
き
樣
が
混
雜
し

て
ゐ
て
判
然
し
な
い
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
貞
享
頃
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ら
し
い
。
そ
れ
か
ら
徇
白
に
兩
度
大
意

を
求
め
、
後
、
猿
蓑

の
出
た
頃
雌
府
し
て
ゐ
て
其
角
に
兩
席
會
し
た
と
い
ふ
。
是
等

の
度
數
は
こ
の
儘
受

入
れ
て
よ
い
か
ど
う
か
問
題
で
あ
ら
う
が
、
こ
の
邊

に
な

る
と
兎
に
角
事
實
と
信
ぜ
ら
れ
よ
う
冖。
斯
く
.て
、
芭
蕉
と
掛
達
つ
て
ば
か
り
ゐ
た
彼
が
、
元
祿
五
年
七
月
に
出
府
し
、
八
月
九
日
に
.



桃
隣

の
手
引
で
芭
蕉
庵
を
訪
ケ
た
の
が

「
師
弟
契
.約
の
は
じ
め
」
で
あ
る
ど
い
ふ
。
こ
れ
は
芭
蕉
の
許
六
離
別
詞

(
柴
門
辭
)
で
見
て
も

事
實

で
あ
る
。
こ
の
後
に
、
こ
の
初
對
面
の
席
に
於
け
る
芭
蕉
と
の
對
談
や
、
芭
蕉
を
自
分
の
族
亭
に
招
い
た
時
の
嵐
蘭
及
び
許
六
と
芭

蕉
と
の
對
談
や
、
翌
六
年
三
月
盡
か
ら
四
月
三
四
日
ま
で
芭
蕉
が
許
六
の
宅
に
逗
留
し
た
時
の
對
談
な
ど
が
記
さ
れ
て
ゐ
て
、
是
等
は
芭

蕉
が
許
六
を
如
何
に
觀
た
か
の
事
實
に
な
る
の
で
、
許
六
を
考

へ
る
に
頗
る
重
要
な
も
の
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
併
し
叉
是
等
に
例
の
誇

大
的
な
繕
ひ
の
あ
る
べ
き
こ
と
も
覆
ひ
難
い
と
思
は
れ
る
の
で
あ
る
。
例

へ
ば
、
桃
隣
の
ゐ
る
席
で
あ
る
の
に
、
芭
蕉
が

「
愚
老
が
魂
を

集
に
て
さ
ぐ
り
當
る
人
は
門
弟
子
に
許
子

一
人
な
り
」
と
云
つ
た
と
い
ふ
の
は
、
ま
だ
云
ひ
得
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
と
し
て
も
、
「
晝
夜
こ

の
魂
を
門
弟
に
論
と
い
へ
ど
も
通
じ
が
た
し
。
愚
老
が
本
望
今
日
達
せ
り
」
と
云
つ
て
大
き
に
喜
ん
だ
と
い
ふ
こ
と
は
、
吾
等
の
芭
蕉
觀

の
果

し
て
信
じ
得
る
こ
と
で
あ
ら
う
か
。
丈
艸
や
去
來
や
土
芳
な
ど
は
芭
蕉
か
ら
論
か
れ
た
魂

の
通
じ
な
か
つ
た
人
で
あ
ら
う
か
。
然
る

に
、
か
う
云
つ
た
風
の
こ
と
が
こ
の
外
に
獪
幾
ら
も
見
當
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
私
は
、
許
六
の
も
の
を
見
る
に
は
ど
こ
ま
で
が
誇
大
さ

れ
た
も
の
か
の
用
意
が
必
要
と
思
ふ
の
で
あ
る
が
、
併
し
芭
蕉
が
許
六
に
會

つ
て
、
多
能
多
識
で
頭
腦
も
創
作
批
評
の
兩
方

に
優
れ
て
ゐ

る
と
見
て
望
を
屬
し
た
ら
う
こ
と
も
疑
な
い
と
思
は
れ
る
。
特
に
こ
の
頃
芭
蕉
は
門
人
の
或
方
面
に
面
臼
か
ら
ぬ
傾
向

の
あ
る
の
を
見
て

聊
か
憂
慮
し
て
ゐ
た
時
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
芭
蕉
は
元
祿
六
年
三
月
許
六
の
宅

へ
赴

い
た
時
で
あ
ら
う
が
許
六
に
貞
徳
以
來
の
祕
嘗

で
あ

る
自
筆
の
俳
諧
新

々
式

・
白
砂
入
集
の
二
書
を
授
け
て
居
り
、
五
月
許
六
の
歸
藩
、に
際
し
て
離
別
詞
や
そ
の
他
を
贈
り
、
嵐
蘭
が
八

.月
に
歿
し
た
後

の
十
月
九
日
に
許
六

へ
途
翰
し
て
、
そ
の
中
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(者
)

　
　

乍
ゾ去
、
當
冬
は
相
手
に
可
ゾ爲
物
無
二御
座
一候
へ
ば
、
俳
諳
亀
成
申
ま
じ
く
候
。
廣
き
江
戸
に
相
手
の
な
き
も
氣
の
毒
に
存
候
。

な
ど
云
つ
て
ゐ
る
。
是
等
に
よ
つ
て
芭
蕉
が
許
六
に
望
を
屬
し
如
何
に
重
く
見
て
ゐ
た
か
Ψ
察
せ
ら
れ
よ
う
し
、
叉
二
祕
書
を
も
授
け
ら

れ
た
許
六
が
芭
蕉
か
ら
の
直
接
血
脹
を
高
唱
す
る
所
以
も
了
解
さ
れ
よ
う
。
併
し
た
が
ら
、
こ
x
に
考

へ
ね
ば
な
ら
た

い
こ
と
は
芭
蕉
が



二
祕
書
を
授
け
た
こ
と
の
意
義
で
あ
る
。
二
祕
書
の
授
け
方
は
、
そ
の
奥
書
が
示
す
や
う
に
ま
さ
し
く
家
傳
傳
授
の
形
式

に
な
つ
て
ゐ
る
。

そ
れ
故
私
は
、
こ
れ
は
芭
蕉
が
因
襲
的
な
有
り
來
り
の
家
傳
傳
授
の
形
式
を
取
つ
た
ま
で
の
も
の
で
そ
れ
以
上
の
も

の
で
は
な
い
と
見
ら

れ

る
と
思
ふ
。
芭
蕉
と
い
ふ
人
は
、
革
新
俳
人
で
あ
る
と
共
に
、

一
面
に
不
思
議
な
程
古
典
及
び
傳
統
尊
重
の
崇
古
的
な
所
も
あ
る
入
で

あ

つ
た
。
・即
ち
祕
書
傳
授
の
如
き
を
や
り
兼
ね
な
い
人
で
あ
り
、
又
そ
れ
に
有
り
來
り
の
形
式
を
取
り
兼
ね
な
い
人
で
あ
る
。
然
る
に
許

六

へ
の
二
祕
書
の
傳
授
は
、
芭
蕉

の
革
新
に
成

つ
た
蕉
風
そ
の
も
の
ゝ
眞
諦
の
傳
授
と
云

へ
る
も
の
か
と
云
ふ
と
、
さ
う
は
云
へ
ま
い
。

こ
ゝ
が
考
ぺ
ね
ば
な
ら
な
い
所
で
あ
る
。
即
ち
芭
蕉
は
蕉
風
そ
の
も
の
ゝ
傳
授
を
し
た
の
で
は
な
く
て
、
蕉
風
の
運
用
に
資
す
べ
き
も
の

を
因
襲
的
た
傳
授
法
で
傳
授
し
た
に
過
ぎ
な

い
の
で
あ
る
。
そ
の
證
據
に
は
、
芭
蕉
か
ら
の
傳
書
新
式
細
註
の
所
持
者
で
あ
つ
た
野
坡
が
、

芭
蕉
の
こ
と
を

「
口
決
祕
傳
な
ど
あ
ら
ん
と
見
る
人
は
、
心
甚
低
き
が
故
也
」
、
「
逍
遙
自
適
の
翕
を
俗
誹
に
な
す

其

罪
か

ろ
か
ら
す
」

(六
行
會

自
序

)
な
ど
云
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
許
六
が
二
祕
書
を
傳
授
さ
れ
た
こ
と
に
よ
つ
て
芭
蕉
の
直
指
血
脈
を
高
唱
す
る
の
は
不
當

で
、
俳
諧
と
蕉
風
と
を
混
同
し
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
と
共
に
誇
大
性
に
煩
は
さ
れ
た
も
の
と
云
は
な
け
れ
ば
な
る
ま

い
。

　

併
し
許
六
は
、
そ
の
性
格
に
欲
點
が
あ
る
に
拘
ら
す
噛
兎
に
角
芭
蕉
が
望
を
属
し
た
や
う
に
凡
庸
の
俳
人
で
は
な

い
。
著
作
む
少
な
く

毛
も
九
種
は
數

へ
得
、
そ
の
中
俳
論
も
、
偏
倚
な
所
は
あ
る
が
體
系
づ
け
れ
ば
つ
け
得
る
だ
け
の
も
の
を
持
つ
て
ゐ

る
。
唯
、
今
そ
れ
を

述
べ
て
ゐ
る
暇
が
な
い
。
ま
た
芭
蕉
殿
後
、
門
人
中
に
異
風
を
建
て
た
者
も
あ
る
の
に
、
彼
は
正
風
を
守
る
と
共

に
相
蠻
ら
す
彼
れ
の
確

信
す
る
取
合
せ
を
高
唱
し
、
「
江
東
の
俳
諧
は
常
に
取
合
第

一
と
す
」
鯉
鯢
)
と
揚
言
し
、
正
風
彦
根
|體
《
ぶ
む
》

(軒
礁
泥
)
を
發
表
し
た
り
し
た
。
而

も
彼
は

「
此
人
に
此
病
あ
り
て
、
公
務
に
た

』
ざ
る
事
十
と
せ
あ
ま
り
」
(弔
二許
六
一文
)
と
云
は
れ
る
や
う
な
病
中
な
が
ら
、
健
筆
を
絶
た
な
か

つ
た
の
で
あ
る
。
(喉
蘇
惣
脚
擬
肋
嬾
褊
説
)
彼

と
は
微
妙
な
對
手
關
係
に
立
つ
支
考
は
、
彼
れ
の
死
に
當
つ
て

「
弔
二許
六
一文
」
を
書
い
て
、
「多

能

に
は
ち
す
と
は
此
入
な
る
べ
し
し
な
ど
云
ひ
、
彼
れ
の
作
風
に
關
し
て
は
、
「
許
六
は

こ
な
し
を
し
り
」
、
「
許
六
が
俳
諧
の

一
生
前
句

へ



附
ざ
る
も
、
そ
れ
ら
の
得
解
に
て
御
座
候
」
(口駄
)
な
ど
云
ひ
…
…
こ
の
後
言

の
方
は
云
ひ
過
ぎ
で
あ
る
が

∵
…
去
來
は

「
巧
み
な
る
事
許

六

に
及
ば
す
」
翻
陳
㈱
)
と
云
ひ
、
風
之
は

「沖
中
川
の
鳰
鳥
な
ら
で
、
に
ほ
の
う
み
邊
に
鳴
鳥
あ
り
。
詞
工
み
に
し

て
秀
た
る
聲
竜
聞
ゆ

れ
ど
も
、
書
つ
ゞ
る
も
し
ほ
草
の
し
ほ
ら
し
げ
す
く
な
き
は
、
自
慢
と
云
持
病
あ
り
て
、
趣
向
は
曲
輪

の
内
に
な
し
、
發
句
は
掛
合
も
の

な
り
と
、
翕
の
直
指
の
傳
あ
り
と

一
家
を
か
ま

へ
、
道
統
は
我
な
り
と
上
み
ぬ
鷲
の
勢
ひ
な
る
も
、
權
門
の
威

の
み
な
れ
ば
、
鶯
時
鳥
の

し
ほ
り
は
な
し
。
此
し
ほ
り
と
い
ふ
月
に
心
の
つ
か
ぬ
鳥
は
蕉
門
の
鳥
に
は
あ
ら
す
」
(誹
諾
耳

底
記

)
と

稍
、
惡
く
見
過
ぎ

て
ゐ
、
嘯
山
も

「
生

涯

ノ
句
深
婉
ナ
ラ
ズ
。
學
問

モ
相
應

二
有
ナ
ガ
ラ
、
論

ハ
痛
ク
偏
固
ナ
ル
ヲ
モ
テ
」
(、毅
文
せ

う
そ
こ
)
な

ど
、
よ
く
見
な

い
方

で
あ

り
、
五
明
は

「許

六
は
お
か
し
み
に
作
を
入
る
Σ
」
(諭
夜
)
と
云
つ
て
ゐ
る
、
以
上
を
綜
合
歸
納
し
來
れ
ば

略
、
そ
の
作
風
を
會
得
し
得
る
で
あ
ら
う
。

斯
く
て
、
芭
蕉
門
の
健
將
五
老
井
"菊
阿
佛
は
、
歴
代
滑
稽
傳

の
筆
を
病
殻
十
三
日
前
に
擱
き
、
病
毅
六
七
日
前
、

　
　

ま
つ
啼
や
東
坡
が
桑

に
時
鳥

　
　
　

花

は
あ
れ
ど

も
水

に
極
る

の
二
句
を
爾
日
に
得
、
「
此
兩
句
辭
世
共
見
る
べ
き
」
な
ど
云
ひ
、
末
期
に

　
　
　

一
時

打

破

屎

糞

壷

　
　
　

芬

々
臭

氣

供
二梵

天
一

　
　

下
手

ば
か
り
死
ぬ
る
事
ぞ
と
お
も

ひ
し
に

　
　
　
　

上
手
も
死

ね
ば
く
そ

上
手
な
り

の
辭

世
を
書
し

(龝
鯨
滑
丶、
健
將
の
面
日
を
最
後
に
ま
で
發
揮
し
て
、
正
徳
五
年
八
月
二
十
六
日
、
六
十
歳
を
以
て
逝

い
た

の
で
あ
る
。



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
　

　
各

務

支

考

　
支
考

は
芭
蕉
門
中
善
惡
兩
面
か
ら
最
も
問
題
の
人
で
あ
る
だ
け
に
、
支
考
に
對
す
る
評
論
は
少
た
く
な
い
。
明
治
以
來

の
も
の
で
も
、

俳
諧
文
庫
の
支
考
全
集

動
鰍
磁
十
)
の
附
録
に
、
宮
島
六
鼠
氏
の

「
野
盤
子
支
考
に
が
あ
り
、
露
作
叢
書
前
編

(甥
簡
伽
＋
)
中
の

「
獅
子
庵
」

が
あ
る
。
叉
是
等
よ
り
も
遙
に
精
緻
な
支
考
の
俳
論
の
檢
討
と
し
て
は
、
各
務
虎
雄
氏
が
國
語
と
國
文
學
に
連
載
さ
れ
た

「
俳
諧
の
俗
談

卒
話
」
(嬬
肭
拡
年
)、
「俳
諧
の
變
化
」
(洞
髀
辮
)、
「
俳
諧
の
姿
情
」
(齠
脚
脆
年
)
等
が
あ
る
。

獪
∵各
務
氏
に
は
こ
の
他
に
も
支
考
に
關
す
る
有
釜

な

研
究
が
あ
る
。
叉
芭
蕉
門
中
最
も
多
く
の
著
書
を
有
す
る
支
考
の
著
書
の
解
読
と
し
て
は
、
今
年

の
懸
葵

(
一月
・二
月

三
月
號

)
に
蓮
載
さ
れ
た

高
木
蒼
梧
氏
の

「
支
考
.と
共
著
書
」
が
あ
る
。
是
等
は
日
ぼ
し
い
も
の
を
云
つ
た
ま
で
で
あ
る
。
支
考
の
系
譜
方
面
も
從
來
以
上
に
明
か

に
さ
れ
て
來
・て
ゐ
る
、

・一
こ
ん
な
譯
で
あ
る
か
ら
、
私
は
今
は
彼
れ
の
俳
歴
上
特
に
問
題
に
な
る
や
う
な
點
に
つ
い
て
の
み

一
考
す
る
に
止
め
て
置
く
。
先
づ
蓮

二
吟
集

r鞭
鰭
五
)
に
、

　
　
　
　
蓮

の
葉

に
小
便
す
れ
ば
お
舍
利
哉

を

「
還
俗
の
吟
」
と
し
て
ゐ
る
こ
と
が
事
實
な
ら
ば
、
彼
が
大
智
寺
に
鎭
藏
主
と
し
て
ゐ
た
の
を
止
め
て
還
俗
し
た
時
の
作
と
い
ふ
こ
と

に
な
ら
う
が
、
彼
と
頗
る
關
係
の
深
い
吾
仲
の
柿
表
紙

読
轍
世

に
は
初
句
が

「
芋

の
葉
に
」
と
あ
つ
て
、
「佛
骨
表
」
と
い
ふ
前
書
が
あ
る

の
で
あ
る
か
ら
、
還
俗
の
吟
と
タ

る
こ
と
が
頗
る
疑
問
に
た
つ
て
來

る
。
そ
し
て
歌
の
内
容
か
ら
云
ふ
と
こ
の
方
が
年
ろ
首
肯
さ
れ
よ
い

も

の
に
な
る
。
そ
れ
か
ら
彼
が
伊
勢
の
山
田
へ
移
つ
た
時
期
及
び
芭
蕉
に
入
門
し
た
時
期
で
あ
る
が
、
彼
自
身
渡
部
・
狂
の
名
に
於
て
書
い

て
ゐ
る
削
か
け
の
返
事
に
於
て

「
我
師

(嫁
購
翻
身
)
と
祗
翁
と
の
對
面
は
元
祿
三
年
三
月
桃
の
口
也
、
木
曾
塚
の
無
名
庵
に
て
丈
草

・
乙
州



と
同
道
也
」
と
云
ふ
の
で
あ
る
が
、
越
人
は
不
猫
蛇
に
於
て

「
己
れ
共
時

(玩
濾
鼬
褌
研
明
妓
瞬
灘
讒
抛
灘
し
)
江
戸

へ
始
て
行
し
事
、
皆
予
何
角

を
指
圖
し
て
、
汝
が
兄
よ
り
の
翕

へ
頼
み
中
候
と
云
歌
も
、
皆
予
が
沙
汰
せ
し
事
お
ぼ

へ
あ
る
べ
し
」
と
云
ひ
、
越
人

の
門
人
の
書

い
た

猪

の
早
太
の
方
に
は
、
「芭
蕉
翁
晩
年
の
門
入
に
野
盤
子
支
考
と
い
ふ
者
あ
り
。
も
と
濃
州
の
産
に
し
て
、
共
兄
は
さ
ぎ
屋
の
何
が
し
と
て

尾
陽
佳
居
の
商
入
な
る
ゆ

へ
、
支
考
禪
小
僭
た
り
し
時
よ
り
、
な
ご
や

へ
し
ば
ノ
＼
往
來
す
」
と
云
つ
て
、
そ
れ
か
ら
不
猫
蛇
に
云
ふ
時

の
こ
と
を
、

　
　

翕
近
江
に
お
は
せ
し
こ
ろ
、
支
考
尾
州
に
て
越
八
に
た
よ
り
、
翁
の
許
へ
尋
參
た
し
、
何
と
ぞ
貴
公
の
言
葉
を
添
へ
給
は
れ
と
、
ひ
た
す
ら
頼
中
せ

　
　

し
故
、
越
入
諾
し
て
歌
を
邊
ら
れ
、
翕
の
庵
へ
ま
か
り
し
事
、
春
の
日
・
あ
ら
の
瓦
蓮
中
知
ら
ぬ
者
は
一
八
も
な
し
。

と
云
つ
て
ゐ
て
、
こ
れ
は
越
人
の
云
ふ
方
を
信
す
べ
き
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
然
る
に
元
祿
四
年
萬
版
の
西

の
雲
に
支
考
の
俳

句
が
(信
盤
子

と
し
て
)
見
え
る
か
ら
、
支
考
が
俳
諧
に
入
つ
た
の
も
蕉
風
に
歸
し
た
の
も
こ
れ
よ
り
前
と
見
ら
れ
よ
う
し
、
且
そ
れ
は
名
古
屋
蕉
門

に
依

つ
て
ゞ
あ
ら
う
こ
と
も
猪
の
早
太
の
前
掲
の
文
に
よ
つ
て
推
せ
ら
れ
よ
う
。
麥
水
の
麥
こ
が
し
に
は
、
「
支
考
舊
師
は
先
師
凉
菟
手
び

き
に
て
翁
に
面
會
入
門
せ
り
」
と
云
ひ
、
普
通
こ
の
説
が
據
ら
れ
來
つ
て
ゐ
る
が
、
こ
れ
は
支
考

の
山
田
移
佳
の
事
實
か
ら
萬
た
も
の
ら

し
く
、
そ
の
山
田
移
住
は
元
祿
七
年
ら
し
い
か
ら
、
伊
勢
派
の
こ
の
傳

へ
は
誤
ら
し
く
思
は
れ
る
。
支
考
が
山
田
に
草
庵
を
構

へ
る
に
至

つ
た

こ
と
は
、
笈
日
記
餘
興
に
ま
つ
て
元
祿
七
年
秋
で
あ
る
事
が
知
ら
れ
る
の
で
、
そ
れ
ま
で
の
支
考
は
雲
水
生
活

で
あ
つ
た
も
の
と
思

は
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
温
故
集
に

「
神
風
や
い
せ
の
山
田
な
る
橘
氏
の
家
に
ゆ
か
り
せ
ら
れ
て
、
爰
に
住
.む
事

十
四
年

(齔
紘藁
堤
碓
喇

肪
し
)」
と
云
つ
て
ゐ
る
も
の
が
あ
つ
て
、
こ
の
橘
氏
と
い
ふ
の
は
本
朝
文
鑑
に

「
我
師

(皺
)
ハ
橘
ノ
庶
流
ナ
リ
」
と
あ
る
も
の
な
の
か
と

思
は
れ
る
が
、
何
か
こ
ん
な
關
係
か
ら
で
あ
つ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
扨
元
祿
四
年
に
芭
蕉
に
初
對
顏
し
て
共
に
江
戸

に
下
り
、
翌
五
年

の
春
奥
朋
行
脚
に
出
掛
け
、
五
月
十
五
口
嵩
粥
の
圖
司
呂
丸
の
周
栢
堂
で
葛
の
松
原
を
脱
稿
し
、
こ
れ
を
彼
れ
の
處
女
著
作
と
し
て
、
こ



の
後
歿
時

一
、年
前
享
保
十
五
年
の
病
中
筆
を
執
つ
た
と
云
ふ
先
後
抄
に
至
る
ま
で
、
蕉
門
で
は

レ
コ
ー
ド
破
り
の
多
數
の
著
作
を
な
し
た

の
で
あ
る
。

　

こ
の
間
に
元
祿
十

一
年
に
出
版
さ
れ
た
績
猿
蓑
は
、
不
猫
蛇
が
支
考
の
僞
書
だ
と
云
つ
て
以
來
、
最
近
で
も
こ
の
論
の
支
持
さ
れ
て
ゐ

る
も
の
が
あ
つ
た
が
、
同
集
は
支
考
が
手
を
入
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
な
い
け
れ
ど
も
、
支
考
の
僞
撰
で
な
い
こ
と
の
知
ら
れ
る
去

來

の
書
簡
の
發
見
さ
れ
た
今
日
で
は
、
最
早
問
題
で
は
な
い
譯
で
あ
る
。
支
考
の
僞
書
は
、
こ
れ
よ
り
も
他
に
二
十
五
簡
條
そ
の
他
が
あ

る
の
で
あ
り
、
さ
う
で
な
く
て
も
芭
蕉
の
説
と
僞
つ
て
ゐ
る
も
の
」
多
い
こ
と
は
覆
ひ
難

い
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
關

し
て
、
隨
齋
諧
話
に

引

い
て
ゐ
る
原
松

醸
角
)
が
叡
山
の
僣
侶
俳
入
都
不
覺

へ
途
つ
た
書
簡
中
に
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・　
　
　
　
　

・

　
　

去
來
死
後
の
傳
書
、
去
來
妾

(揃
眺
髄
魚
)
是
を
祕
藏
す
。

支
考
乾
字
金
十
五
兩
出
し
て
買
得
て
後
、
翕
直
傳
と
僞
り
、
其
目
六
十
條
を
作
め
か
へ
て

　
　

己
が
門
人
を
誑
し
、
多
く
の
金
錢
を
貪
れ
り
。
十
論
並
に
古
今
抄
と
い
ふ
書
を
撰
で
、
組
翕
の
流
義
な
り
と
稱
し
て
自
作
の
妄
談
を
出
す
事
數
百
ヶ

　
　

條
あ
り
。

と
あ
つ
て
、
,
こ
れ
は
支
考
の
反
對
側
の
人
の
云
ふ
こ
と
で
あ
る
か
ら
妄
信
し
て
は
な
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
而
も
支
考
自
身
が
十
論
爲
蠎
抄

に

「そ
の
ゝ
ち
落
柿
主
人
よ
り
廿
五
條
の
式
を
傳

へ
し
に
、
俳
諧
の
道
の
第

一
に
俗
談
雫
話
の
此
語
あ
り
」
な
ど
云

つ
て
ゐ
る
所
に
馬
脚

が
現
は
れ
て
ゐ
る
と
見
て
よ
く
、
原
松
の
云
ふ
所
が
數
字
的
な
點
は
保
證
し
難
い
と
し
て
も
、
事
實
と
し
て
は
虚
誕

で
な
い
事
が
信
ぜ
ら

れ
よ
う
と
思
は
れ
る
。
そ
し
て
書
簡
中
に
い
ふ
乾
字
金
な
る
も
の
は
、
元
祿
竇
永
珍
話
の
竇
永
七
年
四
月
の
條
に
、
元
祿
金
を
吹
直
し
て

新
金
乾
字
金
と
し
た
こ
と
及
び
二
朱
制
を
廢
止
し
た

こ
と
が
見
え
、
「
新
金
乾
字
金
、
俗
に
小
形
金
と
云
」
と
云
つ
て
ゐ
る
の
で

(馳
襦
雛
も
団,

寳

永
七
年
の
新
製
金
貨
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
、
從

つ
て
、
原
松
の
云
ふ
通
り
で
あ
つ
た
ら
、
支
考
が
可
南
女
か
ら
去
來
の
傳
書
を
買
取

つ
た
の
は
寳
永
七
年
以
後
と
い
ふ
こ
と
に
な
り
、
正
徳
四
年
の
俳
諧
十
論
や
享
保
十
五
年
の
俳
諧
古
今
抄
が
之
を
種

に
し
た
も
の
,と
い
ふ



こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
尤
も
支
考
は
こ
の
去
來
・傳
書
を
得
な
い
前
か
ら
芭
蕉
僞
託
を
や
つ
て
は
ゐ
た
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
支
考
は
芭

蕉
殻
後
彼
れ
の
勢
力
扶
植
及
び
美
濃
風
俳
諧
宣
傳
と
芭
蕉
僞
託
と
に
努
め
、
芭
蕉
直
門
の
人

々
の
感
情
を
害
し
て
も
ゐ
た
の
で
、
そ
こ
で

白
分

に
封
す
る
世
評
の
試
驗
と
同
門
に
對
す
る
或
意
味
の
綏
和
策
と
の
爲
に
、
正
徳
元
年
に
絡
焉
記
を
自
作
し
追
悼
集
|阿
誰
話
《
た
そ
の
わ
》

を
出
し
て

佯
死

し
、
爾
來
門
入
と
見
せ
か
け
る
蓮
二
房

●
白
狂
と
轉
身
し
た
の
で
あ
る
。

　
支
考
は
蕉
門
頭
陀
物
語
に
於
て
、
「
支
考
が
日
、
風
雅
は
名
聞
の
器
也
。
我
は
う
き
世
を
相
手
に
し
て
俳
諧
の
名
に
狂
は
ん
」
と
云
つ
た

な
ど
云
は
れ
、
彼
自
身
も

「
俳
諧
は
酒
色
の
中
に
も
遊
ん
で
云
々
」
痴
戛、
「俳
諧
の
人
は
…
…
酒
肄
婬
房
の
あ
そ
び
に
く
ら
か
ら
す
」
(俳
諧
十
設
)

な
ど
放
言
し
て
憚
ら
ぬ
や
う
に
、
素
行
に
於
て
問
題
の
人
で
あ
り
、
徳
義
上
も
問
題
の
人
で
あ
つ
た
爲
に
、
彼
れ
の
門
流
以
.外
か
ら
は
よ

く
云
は
れ
て
ゐ
な
い
の
が
常
で
あ
る
が
、
併
し
支
考
に
對
す
る
見
方
と
し
て
、
人
物
は
人
物
、
作
著
は
作
著
と
し
て
眺
め
る
時
、
支
考
の

俳
論
に
は
傾
聽
す
べ
ぎ
獨
創
も
窺
は
れ
る
の
で
あ
る
。
彼
れ
の
俳
論
は
、
許
六
な
ど
の
如
き
斷
片
的
た
る
を
免
れ
な
い
も
の
と
は
達
-つ
て
、

兎
に
角
體
系
づ
け
ら
れ
て
居
り
、
俳
論
と
し

て
は
甚
し
い
牽
強
も
あ
る
が
併
し
獨
創
も
あ
つ
で
、
蕉
門
中
體
系
を
持
つ
俳
論
家
と
し
て
は

唯

一
人
と
云

へ
る
の
で
あ
る
..
唯

こ
の
俳
論
に
於
て
も
、
事

々
芭
蕉
に
附
會
し
來
る
所
が
非
難
す
べ
き
點
で
あ
り
、
熟
慮
を
要
し
峻
別
を

要
す

る
點
で
あ
つ
て
、
こ
の
用
意
を
以
て
臨
め
ば
よ
い
の
で
、
之
あ
る
が
爲
に
全
的
に
彼
を
排
斥
し
た
り
彼
れ
の
俳
論

の
よ
い
方
面
を
も

見
落
し
た
り
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
支
考
は
實
に
む
つ
か
し
い
人
で
あ
る
。

'
最
後
に
支
考
の
作
風
に
對
す
る
批
評
の
二
三
を
引
い
て
置
く
と
、
去
來
は

「
ほ
ど
け
た
る
事
支
考
に
及
ば
す
」
(湖
東
問

答
・日
序
)
と
云
ひ
、
蕉
翁

六
感
な
る
も
の
に
も
同
樣
に
あ
り
、
誹
諧
耳
底
記
は

「
ほ
ど
け
過
」
と
し
て
非
難
し
て
ゐ
る
の
で
あ
り
、
五
明
は

「
支
考
は
卑
俗
を
專
と

し
て
今
日
を
い
ふ
」
(淋
夜
)と
云
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
つ
た
。
許
六
は
誹
諧
問
答
に
於
て

「
支
考
が
器
最
も
よ
し
」
と
云
ひ
な
が
ら
寧
ろ
惡
ざ

ま
に
云
ひ
、
同
書
そ
の
他
に
於
て
多
く
の
言
葉
を
費
し
て
ゐ
る
が
、
今
姑
く
略
し
て
置
く
。



　
斯
く
て
、
享
保
十
四
年
春
の
頃
か
ら
疝
痛
に
惱
み
、
爾
來
足
掛
三
年
よ
か
つ
た
り
惡
か
つ
た
り
の
病
欺
を
續
け
て
、
享
保
十
六
年
二
月

四
日
、
春
の
季
題
と
認
め
る

「
蓮
植
う
」
に
趣
向
が
あ
る
と
云
つ
て
、

　
　
　
極

樂

の
指

圖

や

蓮

の
植

所

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
、

の
句
を
詠
ん
だ
の
を
最
後
の
吟
と
し
て

(鞴
帥
硫
嚇
に
螺
邂
矩茲
漕
駒聚

'瀞
恭
、)、
同
七
日
、
六
十
七
歳
を

一
期
と
し
て
出
生
地
美
濃
山
縣
北
野
の

獅
子
庵
に
息
を
引
取
つ
た
の
で
あ
る
。
(完
)


