
小
説
「
枯
野
抄
」
を
読
む

　
　
１
　
小
説
「
枯
野
抄
」
の
成
立

　
大
正
七
年
二
月
塚
本
文
と
結
婚
し
た
芥
川
龍
之
介
は
、
そ
の
年
、
安

定
し
た
生
活
を
送
り
な
が
ら
「
世
之
助
の
話
」
「
袈
裟
と
盛
遠
」
「
地
獄

変
」
「
蜘
蛛
の
糸
」
「
開
化
の
殺
人
」
「
奉
教
人
の
死
」
「
邪
宗
門
」
等
の

小
説
を
書
い
て
い
た
。
「
枯
野
抄
」
も
そ
の
中
の
一
つ
で
あ
る
。

　
　
「
枯
野
抄
」
は
そ
の
年
の
『
新
小
説
』
十
月
号
に
発
表
さ
れ
た
。

コ
っ
の
作
が
出
来
上
が
る
ま
で
」
と
い
う
工
。
セ
ィ
に
、
彼
は
そ
の

小
説
の
解
説
を
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

　
　
　
そ
の
「
枯
野
抄
」
と
い
ふ
小
説
は
、
芭
蕉
翁
の
臨
終
に
会
っ
た

　
　
弟
子
達
、
其
角
、
去
来
、
丈
草
な
ど
の
心
持
を
描
い
た
も
の
で
あ

　
　
る
。
そ
れ
を
書
く
時
は
「
花
屋
日
記
」
と
い
ふ
芭
蕉
の
臨
終
を
書

　
　
い
た
本
や
、
支
考
だ
と
か
其
角
だ
と
か
い
ふ
連
中
の
書
い
た
臨
終

　
　
記
の
や
う
な
も
の
を
参
考
と
し
材
料
と
し
て
、
芭
蕉
が
死
ぬ
半
月

　
　
ほ
ど
前
か
ら
死
ぬ
と
こ
ろ
ま
で
を
書
い
て
み
る
考
で
あ
っ
た
。
勿

　
　
論
、
そ
れ
を
書
く
に
っ
い
て
は
、
先
生
の
死
に
会
ふ
弟
子
の
心
持

　
　
と
い
っ
た
や
う
な
も
の
を
私
自
身
も
そ
の
当
時
痛
切
に
感
じ
て
ゐ

　
　
た
。
そ
の
心
持
を
私
は
芭
蕉
の
弟
子
に
借
り
て
書
か
う
と
し
た
。

工
　
藤

茂

　
　
と
こ
ろ
が
、
さ
う
い
ふ
風
に
し
て
二
Ｉ
枚
書
い
て
ゐ
る
う
ち
に
、

　
　
沼
波
瓊
音
氏
が
Ｌ
度
そ
れ
と
同
じ
や
う
な
小
説
（
？
）
を
書
い
て

　
　
ゐ
る
の
を
見
る
と
、
今
迄
の
計
画
で
書
く
気
が
す
つ
か
り
な
く
な

　
　
っ
て
し
ま
っ
た
。

　
　
　
そ
こ
で
今
度
は
、
芭
蕉
の
死
骸
を
船
に
乗
せ
て
伏
見
へ
上
ぼ
つ

　
　
て
行
く
そ
の
途
中
に
シ
イ
ン
を
取
っ
て
、
そ
し
て
、
弟
子
達
の
心

　
　
持
を
書
か
う
と
し
た
。
（
中
略
）

　
　
　
そ
の
頃
、
私
の
知
つ
て
ゐ
る
人
が
蕪
村
の
書
い
た
「
芭
蕉
涅
槃

　
　
図
」
－
そ
れ
は
仏
画
で
あ
る
ｉ
－
を
手
に
入
れ
た
。
そ
れ
が
前

　
　
に
見
て
置
い
た
川
越
の
喜
多
院
に
あ
る
「
芭
蕉
涅
槃
図
」
よ
り
は

　
　
大
き
さ
も
大
き
か
つ
た
し
、
そ
れ
に
出
来
も
面
白
か
っ
た
。
そ
れ

　
　
を
見
る
と
、
私
の
計
画
が
又
変
っ
た
。
で
、
今
度
は
そ
の
「
芭
蕉

　
　
涅
槃
図
」
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
て
、
芭
蕉
の
病
床
を
弟
子
達
が
取
り

　
　
囲
ん
で
ゐ
る
と
こ
ろ
を
書
い
て
漸
く
初
め
の
目
的
を
達
し
た
。

　
右
の
引
用
文
に
よ
っ
て
分
か
る
よ
う
に
、
「
枯
野
抄
」
が
出
来
七
が

る
ま
で
に
は
、
作
者
の
構
想
が
二
転
三
転
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
引

用
文
で
は
省
略
し
た
が
、
九
月
号
に
掲
載
予
定
だ
っ
た
も
の
が
十
月
号

に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
△
先
生

一29一



の
死
に
会
ふ
弟
子
の
心
持
と
い
つ
た
や
う
な
も
の
を
私
自
身
も
そ
の
当

時
痛
切
に
感
じ
て
ゐ
た
。
そ
の
心
持
を
私
は
芭
蕉
の
弟
子
に
借
り
て
書

か
う
と
し
た
。
▽
と
い
う
部
分
で
あ
る
。
△
先
生
の
死
▽
と
い
う
の
は

大
正
五
年
十
二
月
九
日
に
亡
く
な
っ
た
漱
石
の
死
を
指
す
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。
な
お
、
芥
川
が
参
考
に
し
、
材
料
に
し
た
と
い
う
「
花
屋
日

記
」
は
、
現
在
で
は
僧
文
暁
の
偽
書
と
い
わ
れ
て
い
る
（
注
①
）
。

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
に
し
て
出
来
上
が
っ
た
「
枯
野
抄
」
で
は
あ
っ
た
。

が
、
当
時
の
評
は
必
ず
し
も
好
評
で
は
な
か
っ
た
。
大
正
七
年
十
月
九

日
の
「
時
事
新
報
」
で
、
赤
木
桁
平
は
△
佳
作
の
部
類
に
は
▽
属
さ
な

い
と
し
、
作
者
に
よ
っ
て
＜
解
剖
さ
れ
尽
く
し
た
ら
し
い
人
間
の
心
持

が
果
た
し
て
あ
れ
ほ
ど
醜
悪
を
の
み
極
め
て
ゐ
る
む
の
で
あ
ら
う
か
▽

と
言
っ
て
い
る
（
注
②
）
。
し
か
し
、
芥
川
自
身
に
は
菅
忠
雄
宛
の
葉

書
に
△
枯
野
抄
骨
を
析
つ
だ
も
の
で
す
か
ら
世
評
に
関
り
な
く
自
分
で

は
或
程
度
の
満
足
を
持
つ
て
ゐ
ま
す
（
後
略
）
▽
と
書
い
て
い
る
よ
う

に
、
い
さ
さ
か
自
負
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

２
「
枯
野
抄
」
の
受
容

　
そ
れ
で
は
、
「
枯
野
抄
」
は
こ
れ
ま
で
に
ど
の
よ
う
に
読
ま
れ
て
来

た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
宮
本
順
治
は
『
改
造
』
の
懸
賞
論
文
に
入
選
し
、
昭
和
四
年
八
月
号

の
同
語
に
掲
載
さ
れ
た
「
敗
北
の
文
学
」
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

「
枯
野
抄
」
も
亦
単
に
激
茫
の
趣
き
を
硯
つ
て
ゐ
る
作
で
は
な

べ
○

Ｉ
Ｗ

　
　
こ
の
作
品
に
充
分
な
瀞
茫
や
枯
寂
が
現
は
さ
れ
て
ゐ
な
い
と
言
ふ

　
　
室
生
犀
星
氏
は
、
結
局
氏
自
身
の
好
み
を
語
っ
て
ゐ
る
に
過
ぎ
な

　
　
い
で
あ
ら
う
。
一
般
的
に
言
っ
て
、
氏
の
作
品
に
い
っ
も
さ
う
し

　
　
た
も
の
を
発
見
し
た
が
る
の
は
、
芥
川
氏
を
余
り
に
東
洋
的
な
文

　
　
人
と
し
よ
う
と
す
る
鑑
賞
家
的
悪
癖
で
あ
る
。
「
悲
嘆
か
ぎ
り
な

　
　
き
」
門
弟
た
ち
は
、
必
ず
し
も
嘆
き
の
中
の
悦
び
１
－
芭
蕉
の

　
　
人
格
的
圧
力
の
栓
枯
か
ら
の
解
放
の
悦
び
を
持
た
ぬ
わ
け
で
は
な

　
　
か
っ
た
。
彼
等
は
「
枯
野
に
窮
死
し
た
先
達
を
嘆
か
ず
に
、
薄
暮

　
　
に
先
達
を
失
っ
た
自
分
達
自
身
を
嘆
い
て
ゐ
る
」
。
我
々
は
こ
ゝ

　
　
に
、
近
代
的
個
性
の
痛
々
し
い
自
己
省
察
を
見
せ
ら
れ
る
の
で
あ

　
　
る
。
（
注
③
）

　
右
に
引
用
さ
れ
て
い
る
室
生
犀
星
の
評
は
、
室
生
の
「
芥
川
龍
之
介

の
人
と
作
品
」
の
四
「
詩
的
精
神
」
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
彼
は
そ
こ

で
△
「
枯
野
抄
」
の
瀞
茫
は
今
か
ら
彼
自
身
が
見
て
も
、
枯
寂
な
一
個

の
魂
に
対
す
る
詠
嘆
と
し
か
思
は
れ
な
い
で
あ
ら
う
、
彼
は
十
分
な
撒

茫
や
枯
寂
を
「
枯
野
抄
」
で
は
表
は
し
得
な
か
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
▽

（
注
④
）
と
評
し
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
言
う
＜
瀞
茫
∇
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ

う
か
。
室
生
は
同
じ
項
に
お
い
て
△
詩
的
な
る
も
の
と
は
文
章
の
表
面

で
は
な
く
、
行
と
行
の
間
字
と
字
の
間
に
、
た
な
び
く
瀞
茫
た
る
作
者

の
呼
吸
づ
か
ひ
や
気
魂
や
逼
迫
的
な
も
の
を
言
ふ
の
だ
。
芥
川
の
文
章

の
中
に
い
っ
も
此
の
瀞
茫
た
る
何
物
か
ゞ
あ
る
の
は
、
諸
君
の
悉
知
せ

ら
る
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
∇
と
述
べ
て
い
る
。
私
た
ち
は
こ
の
部
分
か

ら
そ
の
意
味
を
類
推
す
る
し
か
な
い
。
つ
ま
り
、
文
章
の
中
に
た
な
び
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く
瀞
茫
た
る
何
物
か
で
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
を
室
生
は
＜
枯
寂
な
一
個

の
魂
に
対
す
る
詠
嘆
と
し
か
思
は
れ
な
い
∇
と
言
う
の
で
あ
る
。
宮
本

順
治
は
こ
の
点
を
室
生
の
△
芥
川
氏
を
余
り
に
も
東
洋
的
な
文
人
と
し

よ
う
と
す
る
鑑
賞
家
的
悪
癖
▽
と
し
た
上
で
、
小
説
「
枯
野
抄
」
に
△
近

代
的
個
性
の
痛
々
し
い
自
己
省
察
∇
を
読
み
取
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

い
か
に
も
「
敗
北
の
文
学
」
の
テ
ー
マ
に
相
応
し
い
宮
本
の
解
釈
で
あ
っ

た
。

　
次
に
、
片
岡
良
一
は
「
芥
川
龍
之
介
の
作
品
」
の
中
で
次
の
よ
う
に

指
摘
す
る
。

　
　
　
（
前
略
）
「
枯
野
抄
」
に
は
、
例
え
ば
ど
ん
な
タ
イ
プ
の
、
ど
ん

　
　
な
性
質
の
人
間
で
あ
っ
て
も
、
結
局
エ
ゴ
イ
ス
チ
ッ
ク
な
、
醜
い

　
　
も
の
の
塊
り
で
あ
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
ど
ん
な
に
偉
大
な
、
ど

　
　
ん
な
に
他
か
ら
景
慕
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
人
間
で
あ
っ
て
も
、
所

　
　
詮
は
枯
野
に
独
り
さ
迷
う
憐
れ
な
旅
人
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
こ

　
　
と
を
、
描
き
出
し
て
い
る
。

　
そ
の
上
で
さ
ら
に
片
岡
は
、
△
そ
こ
に
氏
の
虚
無
感
と
、
そ
の
由
っ

て
来
る
と
こ
ろ
が
、
端
的
に
窺
わ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、

氏
は
人
間
に
愛
想
を
尽
か
し
た
の
だ
▽
（
注
⑤
）
と
述
べ
て
い
る
。
片

岡
の
論
に
欠
け
る
の
は
、
小
説
に
描
か
れ
て
い
た
人
間
に
内
在
す
る
ア

ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ス
の
指
摘
で
あ
ろ
う
。

　
一
方
、
芥
川
の
師
漱
石
の
死
に
関
連
づ
け
て
「
枯
野
抄
」
を
論
じ
て

い
る
も
の
に
、
吉
田
精
一
の
『
芥
川
龍
之
介
の
葡
術
と
生
涯
』
が
あ
る
。

吉
田
は
そ
の
一
五
「
傀
儡
師
」
の
項
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
　
　
「
枯
野
抄
」
は
苦
心
の
作
で
あ
る
。
「
花
屋
日
記
」
や
其
角
の

　
　
「
枯
尾
花
」
を
参
照
し
て
、
芭
蕉
の
臨
終
記
を
描
い
て
ゐ
る
。
勿

　
　
論
師
漱
石
の
死
に
あ
っ
た
弟
子
と
し
て
の
彼
の
心
も
ち
を
、
芭
蕉

　
　
の
弟
子
を
仮
り
て
表
現
し
よ
う
し
た
の
で
あ
る
。
（
略
）
此
の
頃

　
　
か
ら
俳
句
に
親
し
み
、
芭
蕉
反
び
そ
の
周
囲
の
門
弟
の
句
集
な
ど

　
　
に
も
深
く
親
し
ん
で
ゐ
た
彼
の
、
研
讃
の
結
晶
と
い
ふ
べ
き
だ
つ

　
　
た
。
（
略
）
テ
エ
マ
と
し
て
は
、
芭
蕉
の
死
に
あ
っ
た
門
弟
達
、

　
　
「
悲
歎
か
ぎ
り
な
き
」
門
弟
達
の
、
「
枯
野
に
窮
死
し
た
先
達
を
歎

　
　
か
ず
に
、
薄
暮
に
先
達
を
失
っ
た
自
分
た
ち
自
身
を
歎
い
て
ゐ
る
」

　
　
様
を
描
き
出
し
て
ゐ
る
。
彼
等
は
悲
歎
の
う
ち
に
も
芭
蕉
の
人
格

　
　
的
圧
力
の
梗
枯
に
屈
し
て
自
由
の
精
神
が
、
「
本
来
の
力
を
以
て
、

　
　
漸
く
手
足
を
伸
ば
さ
う
と
す
る
、
解
放
の
喜
び
」
を
感
ぜ
ず
に
は

　
　
ゐ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
彼
が
漱
石
の
死
に
当
つ
て
の
感

　
　
じ
で
も
あ
つ
た
に
相
違
な
い
。
近
代
的
個
性
の
痛
々
し
い
自
己
省

　
　
察
と
も
い
ふ
べ
き
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
短
篇
の
中
に
六
人
の

　
　
門
弟
達
の
性
格
を
描
き
分
け
よ
う
と
し
た
苦
心
は
観
取
さ
れ
、
彼

　
　
の
学
才
と
器
用
さ
と
を
見
る
べ
き
一
篇
で
あ
っ
た
。
（
注
⑥
）

　
引
用
の
第
一
段
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
芥
川
の
「
一
つ
の
作

万
出
来
上
が
る
ま
で
」
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
。
第
二
段
の
テ
エ
マ

は
「
枯
野
抄
」
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。
そ
れ
が
漱
石
の
死
に
当
た
っ
て

の
芥
川
自
身
の
感
じ
で
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
推
測
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、

吉
田
独
自
の
見
解
が
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
以
外
に
吉
田
独
自
の

論
は
な
い
。
そ
の
後
の
△
近
代
的
個
性
の
痛
々
し
い
自
己
省
察
と
も
い

ふ
べ
き
も
の
▽
と
い
う
見
解
が
、
既
に
宮
本
順
治
の
論
に
見
え
て
い
た

こ
と
は
、
先
に
引
用
し
て
置
い
た
通
り
で
あ
る
。
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吉
田
の
右
の
論
と
ほ
ぼ
同
系
列
の
「
枯
野
抄
」
論
は
、
中
村
真
一
郎

『
芥
川
龍
之
介
の
世
界
』
（
注
⑦
）
、
松
山
悦
三
『
芥
川
龍
之
介
読
本
』

（
注
⑧
）
に
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
引
用
は
控
え
よ
う
。
た
だ
、
漱
石

の
死
と
関
連
づ
け
て
面
白
い
こ
と
を
書
い
て
い
る
宇
野
浩
二
の
『
芥
川

龍
之
介
』
に
触
れ
て
お
き
た
い
。

　
宇
野
は
そ
こ
で
、
室
生
と
宮
本
の
説
を
見
当
は
ず
れ
と
し
、
△
も
っ

と
も
、
宮
本
の
方
は
い
く
ら
か
当
を
得
て
い
る
が
▽
と
断
っ
た
上
で
、

△
芥
川
は
、
『
枯
野
抄
』
で
、
芭
蕉
よ
り
も
、
（
い
や
、
芭
蕉
で
は
な
く
、
）

師
の
臨
終
に
駈
け
つ
け
た
幾
人
か
の
門
弟
た
ち
の
性
格
と
気
も
ち
と
腹

の
探
り
合
い
の
よ
う
な
も
の
が
、
書
き
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
▽
そ

こ
に
描
か
れ
て
い
る
芭
蕉
の
門
弟
た
ち
を
書
い
て
、
△
結
局
、
「
師
匠

の
命
終
に
侍
し
な
が
ら
、
自
分
の
頭
を
支
配
し
て
ゐ
る
も
の
は
、
他

門
へ
の
名
聞
、
門
弟
た
ち
の
利
害
、
或
は
又
自
分
一
身
の
興
味
、
打

算
‐
―
－
皆
直
接
垂
死
の
師
匠
と
は
、
関
係
の
な
い
事
ば
か
り
で
あ
る
、
」

と
い
う
支
考
の
『
考
へ
た
や
う
な
事
』
を
芥
川
は
、
書
く
つ
も
り
で
あ
っ

た
の
で
は
な
い
か
▽
と
言
い
、
そ
の
Ｌ
で
さ
ら
に
以
下
の
よ
う
な
こ
と

を
書
い
て
い
る
。

　
　
た
し
か
、
『
傀
儡
師
』
が
出
て
か
ら
間
も
な
く
、
あ
る
日
、
芥
川

　
　
が
、
目
を
三
角
に
し
て
、
大
き
な
前
歯
（
上
の
歯
）
が
一
本
か
け

　
　
て
い
る
の
が
目
に
つ
く
口
を
あ
け
、
徒
児
ら
し
い
顔
つ
き
を
し

　
　
て
、
内
証
話
を
す
る
よ
う
な
低
い
声
で
、
「
君
、
ナ
イ
シ
ョ
だ
が

　
　
ね
、
『
枯
野
抄
』
に
登
場
す
る
門
弟
た
ち
は
、
漱
石
門
下
の
人
た

　
　
ち
だ
よ
、
」
と
、
私
に
、
云
っ
た
こ
と
が
あ
る
。

　
　
　
と
こ
ろ
が
、
『
枯
野
抄
』
に
出
て
く
る
門
弟
た
ち
は
（
略
）
悪

　
　
意
の
人
ば
か
り
で
あ
る
。

　
宇
野
は
し
か
し
、
そ
う
書
い
た
後
で
、
芭
蕉
の
門
弟
た
ち
の
△
風
貌
、

性
格
、
心
理
、
そ
の
他
を
真
面
目
に
書
い
た
の
を
、
芥
川
が
、
私
を
か

ら
か
う
た
め
に
、
「
あ
れ
は
、
減
石
門
下
の
連
中
を
書
い
た
の
だ
よ
、
」

と
云
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
は
芥
川
の
よ
く
や
る
手
で
あ
る
か

ら
だ
▽
（
注
⑨
）
と
も
書
い
て
い
る
。
私
は
門
弟
た
ち
の
心
理
描
写
を
、

芭
蕉
臨
終
の
文
学
空
間
を
花
屋
仁
左
衛
門
の
裏
座
敷
か
ら
、
精
神
世
界

の
枯
野
に
変
え
る
た
め
の
苦
心
の
工
夫
と
考
え
て
い
る
の
で
、
後
者
の

方
が
本
当
だ
ろ
う
と
判
断
し
て
い
る
。

　
さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
減
石
の
死
と
関
連
づ
け
て
説
く
「
枯
野
抄
」

論
に
対
し
て
、
△
小
説
の
主
題
は
、
す
で
に
減
石
体
験
の
は
る
か
外
へ

逸
脱
し
て
い
る
∇
と
し
て
論
じ
て
い
る
も
の
に
、
三
好
行
雄
の
『
芥
川

龍
之
介
論
』
が
あ
る
。
三
好
は
そ
の
著
の
中
に
「
枯
野
の
詩
人
－

「
枯
野
抄
」
の
意
味
」
の
一
項
を
設
け
て
、
こ
の
小
説
に
つ
い
て
本
格

的
に
論
じ
て
い
る
。

　
芥
川
は
晩
年
「
芭
蕉
雑
記
」
「
続
芭
蕉
雑
記
」
を
書
い
た
。
論
者
は

こ
れ
を
「
西
方
の
人
」
と
同
じ
よ
う
に
、
△
告
白
の
含
羞
を
回
避
す
る

た
め
に
、
比
喩
と
逆
説
で
武
装
し
た
自
画
像
▽
だ
と
見
る
。
そ
し
て
、

そ
こ
に
描
か
れ
た
芭
蕉
像
に
は
、
彼
に
酷
似
し
て
い
な
が
ら
、
つ
い
に

及
ば
な
か
っ
た
△
天
才
∇
へ
の
、
芥
川
の
慟
哭
が
ひ
び
い
て
い
る
と
い

う
。
し
か
し
、
「
枯
野
抄
」
を
書
い
た
大
正
七
年
当
時
、
芥
川
に
と
っ

て
芭
蕉
は
△
自
己
の
信
条
を
や
す
ん
じ
て
託
す
べ
き
芸
術
家
の
理
想
像

と
し
て
、
か
れ
の
前
に
現
れ
て
い
た
∇
。
つ
ま
り
、
△
大
正
七
年
の
芭

蕉
は
減
石
で
も
、
ほ
か
の
誰
で
も
な
い
、
芥
川
龍
之
介
そ
の
ひ
と
に
ほ

-
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か
な
ら
ぬ
∇
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
三
好
の
論
の
骨
格
を
な
す
も

の
で
あ
る
。
以
下
、
注
目
す
べ
き
論
を
箇
条
書
き
式
に
拾
っ
て
見
た
い
。

　
　
　
（
略
）
龍
之
介
は
師
と
別
れ
る
門
弟
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
す
る
ど
く

　
　
剔
扶
し
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
か
れ
ら
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
が

　
　
実
は
、
△
枯
野
に
窮
死
し
た
▽
芭
蕉
の
孤
独
を
実
現
す
る
た
め
に

　
　
の
み
必
要
だ
っ
た
と
い
う
、
小
説
の
脈
絡
だ
け
は
正
確
に
お
さ
え

　
　
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
大
阪
御
堂
前
の
花
屋
仁
左
衛
門
の
裏

　
　
座
敷
で
、
△
美
し
い
蒲
団
の
上
で
、
往
生
の
素
懐
を
▽
遂
げ
た
は

　
　
ず
の
芭
蕉
の
死
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
△
草
を
敷
き
、
土
を
枕
に

　
　
し
て
死
ぬ
▽
死
に
ざ
ま
と
ど
う
違
う
の
か
。
夢
が
枯
野
を
か
け
め

　
　
ぐ
っ
た
だ
け
で
な
く
、
死
も
ま
た
枯
野
に
実
現
し
た
こ
と
の
発
見

　
　
が
、
「
枯
野
抄
」
の
真
の
主
題
を
決
定
し
た
の
で
あ
る
。

　
同
感
で
あ
る
。
後
に
作
品
の
分
析
の
項
で
述
べ
よ
う
と
考
え
て
い
る

の
で
あ
る
が
、
「
枯
野
抄
」
の
「
抄
」
の
意
味
す
る
も
の
は
、
ま
さ
に

こ
の
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
引
用
を
続
け
よ
う
。
△
こ
こ
で

描
か
れ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
反
応
は
、
ひ
と
り
の
人
間
に
同
時
に
喚
起

さ
れ
た
心
象
風
景
と
し
て
見
る
ほ
う
が
、
は
る
か
に
し
っ
く
り
す
る
∇
。

　
門
弟
の
そ
れ
ぞ
れ
が
、
そ
れ
に
相
応
し
い
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
与
え

ら
れ
て
△
龍
之
介
の
涅
槃
図
に
登
場
し
て
い
る
。
－
あ
え
て
い
え

ば
、
知
的
遊
戯
で
あ
る
▽
。

　
△
す
こ
し
注
意
深
く
読
め
ば
、
△
枯
野
に
窮
死
▽
す
る
芭
蕉
へ
の
感

動
が
、
作
品
構
造
の
基
底
に
確
実
に
た
ゆ
た
っ
て
い
る
の
に
気
づ
く
▽
。

　
最
後
に
、
三
好
は
「
枯
野
抄
」
を
芥
川
の
一
連
の
芸
術
家
小
説
の
系

譜
に
位
置
づ
け
（
注
⑩
）
て
そ
の
論
を
締
め
括
っ
て
い
る
。

　
フ
几
九
五
年
十
月
二
十
日
、
関
口
安
義
の
『
芥
川
龍
之
介
』
（
岩
波

新
書
）
が
出
た
。
そ
こ
に
お
け
る
「
枯
野
抄
」
論
は
、
古
田
精
一
の
論

の
系
列
に
入
る
（
注
⑩
）
。
た
だ
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
次
の
よ

う
な
見
方
で
あ
る
。
関
口
は
△
漱
石
の
死
は
、
芥
川
に
と
っ
て
複
雑
な

思
い
を
残
し
た
∇
と
言
い
、
芥
川
の
手
紙
や
『
新
思
潮
』
大
正
六
年
一

月
号
の
「
校
正
の
后
に
」
、
さ
ら
に
「
或
阿
呆
の
一
生
」
の
一
節
を
示

し
な
が
ら
、
△
漱
石
に
激
賞
さ
れ
て
文
壇
に
デ
ビ
ュ
ー
し
た
芥
川
は
、

そ
れ
ゆ
え
に
漱
石
先
生
に
頭
が
Ｌ
が
ら
ず
、
精
神
的
に
し
ば
ら
れ
て
い

る
自
分
を
感
じ
て
い
た
。
先
生
の
死
は
、
そ
う
い
う
芥
川
に
と
っ
て
は
、

悲
し
み
と
同
時
に
解
放
の
よ
ろ
こ
び
を
与
え
る
も
の
で
も
あ
っ
た
の

だ
∇
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
部
分
は
関
口
が
「
枯
野
抄
」
を
論
じ
た
箇

所
で
宇
野
の
書
い
て
い
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
引
用
し
な
が
ら
、
△
「
枯
野

抄
」
は
漱
石
と
弟
子
た
ち
を
頭
に
置
い
て
書
か
れ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い

な
い
だ
ろ
う
▽
と
い
っ
て
い
る
部
分
よ
り
は
説
得
力
が
あ
る
。
む
し
ろ
、

芭
蕉
の
門
弟
た
ち
の
心
境
は
三
好
の
言
う
よ
う
に
、
△
ひ
と
り
の
人
間

に
同
時
に
喚
起
さ
れ
た
心
象
風
景
▽
と
見
る
方
が
無
理
が
な
い
。
つ
ま

り
、
門
弟
た
ち
の
心
境
は
芥
川
自
身
の
そ
れ
を
増
幅
し
た
も
の
だ
、
と

私
は
考
え
る
。
だ
が
、
三
好
の
言
う
よ
う
に
△
小
説
の
主
題
は
、
す
で

に
漱
石
体
験
の
は
る
か
外
へ
逸
脱
し
て
い
る
∇
か
も
知
れ
な
い
が
、
芥

川
の
漱
石
体
験
は
、
丈
孵
の
心
情
な
ど
に
投
影
さ
れ
て
い
る
と
読
む
。

そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
後
の
作
品
分
析
の
項
で
言
反
す
る
つ
も
り
で

あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
海
老
井
英
次
は
三
好
の
論
を
△
鮮
や
か
に
視
点
の
転
回

を
行
っ
た
▽
も
の
と
見
な
が
ら
、
△
芭
蕉
＝
芥
川
の
定
式
だ
け
で
は
作
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品
世
界
の
狭
陰
化
を
招
き
そ
う
で
あ
る
▽
と
言
い
、
△
少
な
く
と
も
、

芭
蕉
と
丈
草
と
に
分
裂
し
て
芥
川
自
身
が
あ
る
こ
と
を
前
提
に
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
∇
と
鋭
い
指
摘
を
し
て
い
る
。
（
注
⑩
）
以
上

の
他
に
は
、
菊
地
弘
が
「
枯
野
抄
」
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
彼
は
△
芭

蕉
の
「
枯
野
」
は
弟
子
た
ち
に
も
共
通
す
る
荒
涼
と
し
た
人
生
の
影
で

あ
り
、
そ
の
よ
う
な
人
生
か
ら
の
超
脱
が
丈
草
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い

て
ヽ
そ
れ
は
ま
た
芥
川
の
課
題
で
も
あ
っ
た
▽
（
注
⑩
）
と
論
じ
て
い
‘

る
。
以
上
展
望
し
て
き
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
近
年
に
な
る
ほ
ど
「
枯

野
抄
」
に
お
け
る
丈
辨
の
位
置
が
重
要
性
を
増
し
て
き
て
い
る
こ
と
が

理
解
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
も
参
考
に
し
な
が
ら
、
次
の
項
に

お
い
て
作
品
の
分
析
を
試
み
て
み
よ
う
。

　
　
３
　
作
品
の
分
析

　
ま
ず
、
そ
の
題
名
か
ら
考
え
て
い
き
た
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
「
枯
野

抄
」
と
い
う
題
名
に
作
者
の
ア
イ
デ
ア
が
あ
っ
た
と
考
え
る
か
ら
で
あ

る
。

　
　
「
枯
野
抄
」
の
「
抄
」
と
い
う
宇
を
『
広
辞
苑
』
で
引
い
て
み
る
と
、

以
下
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、

　
　
①
（
「
紗
」
と
も
書
く
）
⑦
か
す
め
る
こ
と
。
⑩
か
き
写
す
こ
と
。

　
　
　
ま
た
、
ぬ
き
書
き
す
る
こ
と
。
（
バ
）
難
語
を
ぬ
き
出
し
て
注
釈
す

　
　
　
る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
注
釈
書
。

　
　
　
②
紙
を
漉
く
こ
と
。

　
　
　
③
枡
目
の
単
位
。
勺
の
Ｉ
〇
分
の
Ｉ
。

勿
論
、
こ
こ
で
の
意
味
は
①
の
Ｏ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
枯
野
」
を
注

釈
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
「
枯
野
」
は
必
ず
し
も

難
語
で
は
な
い
。
芭
蕉
の
辞
世
の
句
△
旅
に
病
ん
で
夢
は
枯
野
を
か
け

め
ぐ
る
▽
に
出
て
く
る
そ
れ
の
こ
と
。
し
た
が
っ
て
、
む
し
ろ
そ
の
句

の
解
釈
の
仕
方
に
、
芥
川
の
腕
の
見
せ
所
が
潜
ん
で
い
る
小
説
だ
っ
た

の
で
あ
る
。
小
説
に
従
っ
て
言
え
ば
、
花
屋
仁
左
衛
門
の
裏
座
敷
の
美

し
い
蒲
団
の
上
で
、
往
生
の
素
懐
を
遂
げ
よ
う
と
し
て
い
る
、
当
時
俳

諧
の
大
宗
匠
と
仰
が
れ
た
芭
蕉
が
、
実
は
門
弟
た
ち
の
「
枯
野
」
の
心

象
世
界
を
彷
徨
し
て
い
た
、
と
い
う
の
が
芥
川
の
解
釈
で
あ
っ
た
。
つ

ま
り
、
こ
の
小
説
の
文
学
空
間
と
し
て
設
定
さ
れ
た
花
屋
仁
左
衛
門
の

裏
座
敷
が
、
い
つ
か
門
弟
た
ち
の
荒
涼
た
る
心
象
風
景
「
枯
野
」
に
変

化
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
門
弟
た
ち
の
心

象
世
界
の
創
造
に
彼
の
苦
心
の
手
腕
が
揮
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
あ

た
り
に
注
目
し
な
が
ら
作
品
を
読
ん
で
い
っ
て
み
よ
う
。

（
１
）
　
門
弟
た
ち
に
つ
い
て

　
臨
終
の
芭
蕉
の
ま
わ
り
に
は
、
医
者
の
本
節
、
老
僕
の
治
郎
兵
衛
、

晋
士
其
角
、
去
来
、
丈
孵
、
乙
州
、
惟
然
坊
、
支
考
、
正
秀
、
之
道
、

及
び
、
＜
何
人
か
の
弟
子
た
ち
∇
が
配
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
そ
の
心

理
の
描
か
れ
て
い
る
の
は
本
節
、
其
角
、
去
来
、
乙
州
、
支
考
、
惟
然

坊
、
丈
辨
の
七
人
で
あ
る
。

　
木
節
は
「
本
を
」
と
云
っ
た
瞬
間
、
△
果
た
し
て
自
分
は
医
師
と
し

て
、
万
方
を
尽
く
し
た
ら
う
か
∇
と
い
う
何
時
も
の
疑
惑
を
持
つ
が
、
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す
ぐ
に
自
分
を
励
ま
す
よ
う
な
心
持
ち
に
戻
る
。
こ
の
時
、
一
座
の
者

た
ち
の
心
に
は
△
愈
と
云
ふ
緊
張
し
た
感
じ
▽
が
咄
嵯
に
閃
く
。
と

同
時
に
△
一
種
の
弛
緩
し
た
感
じ
∇
△
来
る
可
き
も
の
が
遂
に
来
た
と

云
ふ
、
安
心
に
似
た
心
も
ち
▽
も
通
り
過
ぎ
る
。
作
者
は
こ
の
後
者
を
、

△
誰
も
そ
の
意
識
の
存
在
を
肯
定
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
程
、
微
妙

な
性
質
の
も
の
▽
で
あ
っ
た
と
い
う
。
が
、
こ
の
感
情
の
ア
ン
ビ
ヴ
″

レ
ン
ス
は
読
者
を
納
得
さ
せ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
こ
の
感
情

は
ま
た
漱
石
の
死
に
遭
遇
し
て
抱
い
た
芥
川
の
感
情
を
も
推
測
さ
せ
る
。

そ
う
い
う
意
味
で
、
や
は
り
こ
の
小
説
に
は
芥
川
の
漱
石
の
死
体
験
が

色
濃
く
投
影
し
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
。

　
師
の
末
期
の
水
を
取
る
其
角
を
襲
っ
た
の
は
、
次
の
よ
う
な
意
外
な

感
情
で
あ
っ
た
。
師
匠
と
今
生
の
別
れ
を
告
げ
る
こ
と
は
さ
ぞ
悲
し
い

も
の
で
あ
ろ
う
と
予
測
し
て
い
た
の
に
、
そ
の
予
測
に
反
し
て
、
烈
し

い
嫌
悪
の
情
が
彼
を
襲
っ
た
。
そ
の
嫌
悪
は
△
骨
と
皮
ば
か
り
に
痩
せ

衰
へ
た
、
致
死
期
の
師
匠
の
不
気
味
な
姿
∇
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
も
の

で
あ
っ
た
。
彼
は
△
醜
き
Ｉ
切
に
対
す
る
反
感
を
師
匠
の
病
躯
の
上
に

洩
ら
し
た
∇
の
で
あ
ろ
う
か
、
△
垂
死
の
芭
蕉
の
顔
に
云
ひ
や
う
の
な

い
不
快
を
感
じ
た
▽
。
そ
の
時
、
彼
に
自
責
に
似
た
心
持
ち
が
な
か
っ

た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
△
彼
の
さ
き
に
感
じ
て
ゐ
た
嫌
悪
の
情

は
、
さ
う
云
う
道
徳
観
に
顧
慮
す
べ
く
、
余
り
強
烈
▽
だ
っ
た
。
こ
の

よ
う
な
感
情
に
襲
わ
れ
た
其
角
を
、
作
者
は
大
兵
肥
満
で
最
も
現
実
的

な
人
間
と
し
て
描
い
て
い
る
。

　
去
来
は
△
紬
の
角
通
し
の
懐
を
鷹
揚
に
ふ
く
ら
ま
せ
て
、
憲
法
小
紋

の
肩
を
そ
ば
立
て
た
、
も
の
ご
し
凛
々
し
い
∇
姿
で
登
場
す
る
。
彼
は

日
頃
か
ら
恭
謙
の
名
を
得
て
い
た
。
芭
蕉
の
枕
元
に
す
り
よ
っ
て
、
そ

の
病
み
ほ
う
け
た
顔
を
眺
め
た
去
来
は
△
満
足
と
悔
恨
と
の
錯
雑
し
た

心
も
ち
▽
を
味
わ
っ
た
。
満
足
と
い
う
の
は
勿
論
、
病
気
の
芭
蕉
の
面

倒
を
、
殆
ど
彼
が
ひ
と
り
で
み
た
と
い
う
満
足
で
あ
っ
た
。
△
一
身
を

挙
げ
て
師
匠
の
介
抱
に
没
頭
し
た
と
云
ふ
自
覚
は
、
勢
、
彼
の
心
の

底
に
大
き
な
満
足
の
種
を
蒔
い
た
▽
。
と
こ
ろ
が
、
人
の
悪
い
支
考
の

苦
笑
に
あ
っ
て
、
心
の
調
和
に
狂
い
が
生
じ
た
。
そ
の
狂
い
の
原
因
は
、

△
自
分
の
満
足
と
、
そ
の
満
足
に
対
す
る
自
己
批
評
▽
と
に
あ
っ
た
。

△
明
日
に
も
わ
か
ら
な
い
大
病
の
師
匠
を
看
護
し
な
が
ら
、
そ
の
容
態

を
で
も
心
配
す
る
事
か
、
徒
に
自
分
の
骨
折
ぶ
り
を
満
足
の
眼
で
眺
め

て
ゐ
る
▽
と
い
う
自
己
批
評
に
。
正
直
貴
の
去
来
に
と
っ
て
は
、
こ
れ

が
悔
恨
で
あ
っ
た
。
道
徳
的
に
潔
癖
で
、
神
経
の
繊
弱
な
彼
は
こ
の

△
内
心
の
矛
盾
▽
に
、
全
然
落
着
き
を
失
っ
て
い
た
。

　
乙
州
は
正
秀
の
凄
絶
な
慟
哭
を
聴
き
、
自
分
も
同
じ
涙
に
咽
ぼ
う
と

し
て
い
た
の
に
、
そ
の
中
に
あ
る
一
種
の
誇
張
－
と
い
う
の
が
穏

当
で
な
い
な
ら
ば
、
慟
哭
を
抑
制
す
べ
き
意
志
力
の
欠
乏
に
対
し
て

△
多
少
不
快
を
感
じ
ず
に
は
ゐ
ら
れ
な
か
っ
た
。
唯
、
さ
う
云
ふ
不
快

勿
性
質
は
、
ど
こ
ま
で
も
知
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
か
つ
た
の
で
あ
ら
う
。

彼
の
頭
が
否
と
云
つ
て
ゐ
る
に
も
関
ら
ず
∇
、
彼
は
正
州
の
慟
哭
に
動

か
さ
れ
て
、
思
わ
ず
嗚
咽
の
声
を
発
し
て
し
ま
う
。

　
色
の
浅
黒
い
、
剛
復
そ
う
な
支
考
は
、
皮
肉
屋
を
以
て
知
ら
れ
て
い

る
。
彼
は
△
師
匠
の
命
終
に
侍
し
な
が
ら
、
自
分
の
頭
を
支
配
し
て

ゐ
る
も
の
は
、
他
門
へ
の
名
聞
、
門
弟
た
ち
の
利
害
、
或
は
又
自
分

一
身
の
興
味
打
算
―
－
皆
直
接
垂
死
の
師
匠
と
は
、
関
係
の
な
い
事

一
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ば
か
り
▽
だ
と
考
え
て
い
る
。
△
三
四
日
前
ま
で
は
、
師
匠
に
辞
世
の

句
が
な
い
こ
と
▽
を
、
そ
れ
か
ら
△
昨
日
は
、
師
匠
の
発
句
を
滅
後
に

一
乗
す
る
計
画
∇
を
、
そ
し
て
た
っ
た
今
ま
で
は
、
△
他
日
自
分
の
筆

に
よ
っ
て
書
か
る
べ
き
終
焉
記
の
一
節
∇
を
考
え
な
が
ら
、
臨
終
の
師

匠
の
経
過
を
観
察
し
て
い
る
自
分
を
自
覚
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

△
自
分
た
ち
門
弟
は
皆
師
匠
の
最
後
を
悼
ま
ず
に
、
師
匠
を
失
っ
た
自

分
た
ち
自
身
を
悼
ん
で
ゐ
る
。
枯
野
に
窮
死
し
た
先
達
を
歎
か
ず
に
、

薄
暮
に
先
達
を
失
っ
た
自
分
た
ち
自
身
を
歎
い
て
ゐ
る
▽
と
感
じ
て
い

る
の
で
あ
る
。
そ
の
上
で
彼
は
△
そ
れ
を
道
徳
的
に
非
難
し
て
見
た
所

で
、
本
来
薄
情
に
出
来
上
が
っ
た
自
分
た
ち
人
間
を
ど
う
し
よ
う
▽
と

い
う
支
考
ら
し
い
厭
世
的
な
感
慨
に
沈
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

　
背
の
低
い
僧
形
の
惟
然
坊
は
、
元
来
、
死
と
い
う
と
病
的
に
驚
悸
す

る
種
類
の
人
間
で
あ
っ
た
。
＜
昔
か
ら
よ
く
自
分
の
死
ぬ
事
を
考
へ
る

と
、
風
流
の
行
脚
を
し
て
ゐ
る
時
で
も
、
総
身
に
汗
の
流
れ
る
や
う
な

不
気
味
な
恐
ろ
し
さ
を
経
験
し
た
∇
。
そ
の
よ
う
な
彼
で
あ
っ
た
か
ら
、

師
の
死
水
を
取
ろ
う
と
し
た
時
△
急
に
死
別
の
悲
し
さ
と
は
縁
の
な
い
、

或
る
恐
怖
に
襲
は
れ
始
め
た
。
そ
れ
は
師
匠
の
次
に
死
ぬ
も
の
は
、
こ

の
自
分
で
は
あ
る
ま
い
か
と
云
ふ
、
殆
無
理
由
に
近
い
恐
怖
▽
で
あ
っ

た
。
作
者
は
そ
の
よ
う
な
彼
を
く
こ
の
恐
怖
に
崇
ら
れ
て
、
殆
末
期

の
芭
蕉
の
顔
を
正
視
す
る
事
が
出
来
な
か
つ
た
ら
し
い
▽
と
表
現
し
て

い
る
。

　
黙
然
と
頭
を
垂
れ
て
い
た
老
実
な
禅
客
の
丈
孵
は
、
芭
蕉
の
呼
吸
が

か
す
か
に
な
る
に
つ
れ
て
、
△
限
り
な
い
悲
し
み
∇
と
＜
限
り
な
い
安

ら
か
な
心
も
ち
▽
と
が
心
の
中
に
流
れ
込
ん
で
来
る
の
を
感
じ
て
い
た
。

△
限
り
な
い
安
ら
か
な
心
も
ち
▽
と
い
う
の
は
、
作
者
に
よ
る
と
△
師

匠
の
魂
が
虚
夢
の
生
死
を
超
越
し
て
、
常
住
涅
槃
の
宝
土
に
還
つ
た

の
を
喜
ん
で
▽
い
る
か
ら
で
は
な
く
、
△
久
し
く
芭
蕉
の
人
格
的
圧
力

の
栓
桔
に
、
空
し
く
屈
し
て
ゐ
た
彼
の
自
由
な
精
神
が
、
そ
の
本
来
の

力
を
以
て
、
漸
く
手
足
を
伸
ば
さ
う
と
す
る
、
解
放
の
喜
び
∇
か
ら
で

あ
っ
た
。
芥
川
は
そ
れ
を
△
恍
惚
た
る
悲
し
い
喜
び
∇
と
表
現
す
る
。

　
以
上
の
事
を
、
分
か
り
や
す
い
よ
う
に
（
別
表
）
に
ま
と
め
て
お
こ

　
さ
て
、
こ
れ
ま
で
列
挙
し
て
き
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
七
人
の
心
の
中

は
、
ほ
ぼ
、
作
者
の
視
点
に
よ
っ
て
描
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
表
現

の
有
無
に
拘
ら
ず
、
一
方
に
、
師
匠
の
死
を
悲
し
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
門
弟
た
ち
の
心
の
あ
り
方
が
、
常
識
と
し
て
置
か
れ
て
お
り
、

も
う
一
方
に
、
そ
の
常
識
に
反
す
る
彼
等
の
心
の
動
き
が
描
か
れ
て
い

く
。
例
え
ば
、
△
万
方
を
尽
く
し
た
ら
う
か
▽
と
い
う
木
節
の
心
、
門

弟
一
同
の
△
安
心
に
似
た
心
も
ち
▽
、
自
己
満
足
と
悔
恨
と
い
う
△
内

心
の
矛
盾
▽
を
抱
え
る
去
来
の
心
、
△
他
門
へ
の
名
聞
、
門
弟
た
ち
の

利
害
▽
△
自
分
一
身
の
興
味
打
算
∇
と
い
っ
た
直
接
師
匠
の
死
と
は
関

係
の
な
い
こ
と
ば
か
り
を
考
え
て
い
る
支
考
の
心
、
△
今
度
死
ぬ
の
は

自
分
か
も
知
れ
な
い
∇
と
い
う
恐
怖
に
襲
わ
れ
て
い
る
惟
然
坊
の
心
、

△
解
放
の
喜
び
∇
で
安
ら
か
に
な
っ
た
丈
辨
の
心
。
（
別
表
）
に
示
し

た
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
性
格
と
照
応
す
る
弟
子
た
ち
の
こ
れ
ら
の
心

象
風
景
が
、
実
は
冒
頭
に
描
写
さ
れ
た
花
屋
仁
左
衛
門
の
裏
座
敷
と
い

う
文
学
空
間
に
と
っ
て
代
わ
っ
て
、
こ
の
小
説
の
空
間
と
な
る
の
で
あ

る
。
そ
れ
で
は
、
そ
の
よ
う
な
空
間
に
置
か
れ
た
芭
蕉
は
ど
の
よ
う
に
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（
別
　
表
）

尚 惟
然
坊

jl 乙
州 j4才其

角
一
座
の
者

壽登
笑

物

ﾐ§

な娑

○

悸元背
す来の
る死低
種とい
類い僧

のう形
人ど
闘病
゜的

　に
　驚

る皮男色
゜肉゜の

　屋　浅

　を　黒
　以　い

　て　　｀
　知　剛
　ら　復

　れ　そ
　て　　う
　い　な

を徳恭も
詩的謙の

つに　゜ご
　゜潔小し

　癖心凛
　　゜゜々
　繊正し
　弱直い

　な者姿
　神○　○

　経道

峠
岫

ので封
悶

　回

し医

だ者
か｀
と何
疑時

惑も
を万

持方

つを゚尽

　く

性

格

ら様

子
心

本のち芭
来はＶ蕉

の｀との
力∧が呼

を久心膜
以しのが
てく中か

　｀芭にす
漸蕉流か

くのれに手人込な

足格んる
を的でに
伸圧来つ

ば力るれ
さののて
う梗を｀
と枯感∧

すにじ限
る　｀てり
｀空いな
解したい

放く　゜悲
の屈∧し
喜し限み

びてりＶＶゐなと

でたいぁにふ

っのら
だ自力辻
゜由なな

　な心い
　精も寧

　神ちり
　がＶか

　｀とな
　そい心
　のうち

でそ師

あれの
っは死
た師水

゜匠を
　の取
　次ろ

　にう
　死と

　ぬし

　もた
　の時
　は∧

　｀急
　こに

　の死
　自別
　分の
　で悲
　はし
　あさ

　ると
　まは
　い縁

　かの
　とな
　云い

　ふ　｀
　｀或

　殆る
　無恐

　理怖
　由に

　に襲
　近は
　いれ

　恐始
　，め　陥だ　Ｖ。

薄身ち考利∧

情を自え害師

に歎身て｀匠
出いをい或の

来て悼るは命
上ゐん　゜又終

がるでそ自に
っＶゐれ分侍

たとるゆ一し
自感゜え身な
分じ枯｀のが

Å謬贈ド

人る窮分打自
賢牡り

特昌丿

言詣討

うは歎師垂しＶ∧か匠死て

とそずののゐ
いれに最師る

う今｀後匠も
悶群悩

四に‰fi

晨�門

にしを師なの
沈て失匠い名

ん見９を事聞
でたた失ばヽ

い所自っか門
たで分たり弟

　゜｀た自Ｖた
　本ち分だち
　来自たとの

こ乏正

ま　｀秀
でにの
も対価
知し哭
的てを
な∧聴

も多き
の少｀
に不そ
過快の
ぎを中
な感に
かじあ
つずる
たに一
のは種

でゐのＶら誇

彼れ張

もな　｀
思かと
わつい

ずたう
鴫゜か
咽唯｀
の｀価
声さ哭

をうを
発云抑
しふ制
て不す
し快べ
まのき
う性意
゜質志

　は力
　｀の
　ど欠

め匠病
てを気
ゐ看の

る護芭Ｖし蕉

となの
いが面

うら倒
自　｀を
己そ｀

批の殆
評容ど
。態ひ
悔をと
恨でり

゛もで
と心み
い配た

うすと∧るい

内事う
心か満

の｀足
矛徒と

盾に｀Ｖ自∧

に分明

　｀の日
全骨に
然折も
落ぶわ

着りか
きをらを満な
失足い

９の大
て眼病
りでの

な眺師

いの烈不不し

快気い
を味嫌
感な悪
じ姿の

たＶ情
Ｖかが

　゜ら彼
　もを
　た襲
　らっ
　さた
　れ゜
　たそ
　もの
　の嫌
　で悪

　あは　っ∧

　た骨　　ｏと

　彼皮

　はば
　∧か

　垂り
　死に
　の痩
　芭せ
　蕉衰

　のへ
　顔た

　に　｀
　云致
　ひ死
　や期
　うの
　の師
　な匠

ふ∧

　｀愈
安と
心云

にふ
似緊
だ張
心し

もた
ち感
Ｖじ
　゜Ｖ

　と

　∧　.一

　種
　の
　弛
　緩
　し
　た
　感

　じ
　Ｖ

　∧
　来
　る
　可
　き
　も
　の
　が
　遂
　に
　来
　た

　と
　一　石

す∧

ぐ果
にた
自し

分て
を自
励分

まは
す医
よ師
うと
なし
心て
持｀
ち万
に方
戻を
る尽
　゜く
　し
　た
　ら
　う

　か
　Ｖ

　と
　い
　う
　何
　時
　も
　の
　疑
　惑
　を
　持

　つ
　が

心
も
ち

寇

情
や
心
理
言
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描
か
れ
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
か
。

（
２
）
　
芭
蕉
に
つ
い
て

　
花
屋
仁
左
衛
門
の
裏
座
敷
で
、
五
十
一
歳
を
一
期
と
し
て
静
か
に
息

を
引
き
と
ろ
う
し
て
い
る
芭
蕉
を
、
作
者
は
そ
の
内
面
か
ら
描
こ
う
と

は
し
な
い
。

　
　
　
（
略
）
半
ば
眼
を
見
開
い
た
儒
、
昏
睡
の
状
態
に
は
い
つ
た
ら
し

　
　
い
。
う
す
痘
痕
の
あ
る
顔
は
、
顛
骨
ば
か
り
露
に
痩
せ
細
っ
て
、

　
　
皺
に
囲
ま
れ
た
唇
に
も
、
と
う
に
血
の
気
は
な
く
な
っ
て
し
ま
つ

　
　
た
。
殊
に
傷
し
い
の
は
そ
の
眼
の
色
で
、
こ
れ
は
ぼ
ん
や
り
し
た

　
　
光
を
浮
か
べ
な
が
ら
、
ま
る
で
屋
根
の
向
う
に
あ
る
、
際
限
な
い

　
　
寒
空
で
も
望
む
や
う
に
、
徒
に
遠
い
所
を
見
や
つ
て
ゐ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
芭
蕉
は
ま
ず
作
者
の
視
点
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
る
。

芥
川
は
三
好
行
雄
の
指
摘
の
よ
う
に
、
減
石
臨
終
の
場
に
は
居
合
わ
せ

な
か
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
芭
蕉
が
△
う
す
痘
痕
の
あ
る
顔
▽
と
表
現
さ

れ
る
時
私
た
ち
は
、
ふ
と
、
減
石
の
顔
を
思
い
出
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な

い
。
こ
の
芭
蕉
の
内
面
を
作
者
は
＜
「
旅
に
病
ん
で
夢
は
枯
野
を
か
け

め
ぐ
る
。
」
　
－
‐
事
に
よ
る
と
こ
の
時
、
こ
の
と
り
と
め
の
な
い
視
線

の
中
に
は
、
三
四
日
前
に
彼
自
身
が
、
そ
の
辞
世
の
句
に
詠
じ
た
通
り
、

茫
々
と
し
た
枯
野
の
暮
色
が
、
一
痕
の
月
の
光
も
な
く
、
夢
の
や
う
に

漂
っ
て
で
も
ゐ
た
の
か
も
知
れ
な
い
▽
と
推
測
す
る
。
従
っ
て
芭
蕉
の

心
が
実
際
に
は
ど
う
だ
っ
た
か
読
者
に
は
わ
か
ら
な
い
よ
う
に
な
っ
て

い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
以
降
も
芭
蕉
の
内
面
は
芭
蕉
の
側
か
ら
は
描
か

れ
な
い
の
で
あ
る
。
と
同
時
に
読
者
は
、
作
者
の
「
枯
野
抄
」
の
「
抄
」

の
意
図
を
予
感
す
る
の
で
あ
る
。

　
次
に
芭
蕉
が
描
か
れ
る
の
は
、
皮
肉
屋
の
支
考
の
感
慨
を
通
し
て
で

あ
る
。

　
　
　
（
略
）
「
野
ざ
ら
し
を
心
に
風
の
し
む
身
か
な
」
　
－
師
匠
は
四

　
　
五
日
前
に
、
「
か
ね
て
は
草
を
敷
き
、
土
を
枕
に
し
て
死
ぬ
自
分

　
　
と
思
つ
た
が
、
か
う
云
ふ
美
し
い
蒲
団
の
上
で
、
往
生
の
素
懐
を

　
　
遂
げ
る
事
が
出
来
る
の
は
、
何
よ
り
も
悦
ば
し
い
」
と
繰
返
し
て

　
　
自
分
た
ち
に
、
礼
を
云
は
れ
た
事
が
あ
る
。
が
、
実
は
枯
野
の
た

　
　
だ
中
も
、
こ
の
花
屋
の
裏
座
敷
も
、
大
し
た
相
違
が
あ
る
訳
で
は

　
　
な
い
。

　
こ
の
よ
う
な
感
慨
を
持
っ
た
支
考
は
、
△
師
匠
の
命
終
に
侍
し
な
が

ら
∇
自
分
た
ち
門
弟
は
皆
、
直
接
垂
死
の
師
匠
と
は
関
係
の
な
い
自
分

た
ち
の
利
害
、
一
身
上
の
興
味
打
算
ば
か
り
考
え
て
い
る
と
思
う
。
そ

う
し
て
△
だ
か
ら
師
匠
は
や
は
り
発
句
の
中
で
、
屡
予
想
を
逞
く
し
た

通
り
、
限
り
な
い
人
生
の
枯
野
の
中
で
、
野
ざ
ら
し
に
な
つ
た
と
い
っ

て
差
支
へ
な
い
∇
と
推
測
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
裏

座
敷
は
枯
野
へ
と
変
換
さ
れ
て
行
く
。

　
そ
の
後
、
芭
蕉
を
描
く
視
点
は
ま
た
作
者
に
返
る
。
作
者
は
臨
終
の

芭
蕉
を
次
の
よ
う
に
書
く
。

　
　
　
（
略
）
う
す
痘
痕
の
浮
か
ん
で
ゐ
る
、
ど
こ
か
蝋
の
や
う
な
小
さ

　
　
い
顔
、
遥
か
な
空
間
を
見
据
ゑ
て
ゐ
る
、
光
の
檀
せ
た
瞳
の
色
、

　
　
さ
う
し
て
順
に
の
び
て
ゐ
る
、
銀
の
や
う
な
白
い
鮭
－
そ

　
　
れ
が
皆
人
情
の
冷
さ
に
凍
て
つ
い
て
、
や
が
て
赴
く
べ
き
寂
光
土
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を
、
ぢ
つ
と
夢
み
て
ゐ
る
や
う
に
思
は
れ
る
。

　
臨
終
の
芭
蕉
の
面
影
が
△
人
情
の
冷
さ
に
凍
て
つ
い
て
∇
い
る
と
思
っ

て
い
る
の
は
、
作
者
芥
川
で
あ
る
。
芭
蕉
自
身
が
、
あ
る
い
は
、
芭
蕉

の
魂
が
ど
こ
を
ど
う
彷
徨
っ
て
い
る
か
は
、
テ
キ
ス
ト
に
よ
る
限
り
不

明
で
あ
る
。
芭
蕉
は
あ
く
ま
で
も
作
者
自
身
の
推
測
に
よ
っ
て
描
か
れ

て
い
る
。
こ
れ
は
、
先
に
も
指
摘
し
た
通
り
で
あ
る
。
そ
こ
に
△
弟
子

た
ち
の
卑
小
な
エ
ゴ
イ
ズ
ム
な
ど
で
は
、
も
は
や
ど
う
傷
つ
き
よ
う
も

な
い
世
界
に
ま
で
、
遠
ざ
か
っ
て
い
た
は
ず
だ
▽
と
い
う
三
好
の
解
釈

の
余
地
も
生
ま
れ
て
く
る
。
し
か
し
、
テ
キ
ス
ト
か
ら
離
れ
て
そ
こ
ま

で
読
ん
で
し
ま
う
の
は
、
ど
う
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
テ
キ
ス
ト
に
表
現

さ
れ
て
い
る
作
者
の
意
図
を
追
っ
て
行
く
と
、
弟
子
た
ち
の
△
人
情
の

冷
さ
に
凍
て
つ
い
▽
た
△
茫
々
と
し
た
枯
野
の
暮
色
∇
の
中
で
△
野
ざ

ら
し
に
な
つ
た
と
い
っ
て
差
支
へ
な
い
▽
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ

ゆ
え
、
小
説
の
最
後
は
、
以
下
の
よ
う
に
締
め
括
ら
れ
る
の
だ
。

　
　
　
か
う
し
て
、
古
今
に
倫
を
絶
し
た
俳
諧
の
大
宗
匠
、
芭
蕉
庵
松

　
　
尾
桃
青
は
、
「
悲
歎
か
ぎ
り
な
き
」
門
弟
た
ち
に
囲
ま
れ
た
儒
漣

　
　
然
と
し
て
屡
紘
に
就
い
た
の
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
、
こ
の
小
説
は
芥
川
に
よ
る
△
旅
に
病
ん
で
夢
は
枯
野
を
か

け
め
ぐ
る
▽
と
い
う
芭
蕉
の
辞
世
の
句
の
「
抄
」
な
の
で
あ
る
。
従
っ

て
、
そ
こ
に
出
現
す
る
枯
野
の
世
界
が
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た

か
に
、
こ
の
小
説
の
命
が
懸
か
っ
て
い
た
、
と
考
え
る
。
そ
れ
は
、
こ

れ
ま
で
に
述
べ
て
き
た
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
４
　
終
わ
り
に

　
か
つ
て
、
私
自
身
「
枯
野
抄
」
を
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。
私
は
芥
川

の
文
学
を
「
笑
い
の
文
学
」
と
読
み
、
△
師
の
命
終
に
侍
し
な
が
ら
、

自
分
を
離
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
哀
れ
に
も
滑
稽
な
人
間
の
心
理
と

属
性
。
そ
れ
を
芭
蕉
の
弟
子
た
ち
を
通
し
て
呈
示
し
だ
の
が
、
「
枯
野

抄
」
で
あ
っ
た
∇
（
注
⑩
）
と
述
べ
た
。
こ
こ
で
は
、
そ
れ
以
外
の
二

三
の
こ
と
に
つ
い
て
触
れ
て
置
き
た
い
。

　
そ
の
一
つ
は
、
こ
の
小
説
に
底
流
す
る
師
を
失
う
悲
し
み
の
こ
と
で

あ
る
。
作
者
は
乙
州
や
正
秀
、
そ
の
他
数
人
の
弟
子
の
悲
し
み
を
描
く

こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
を
成
し
て
い
る
。
漱
石
を
失
っ
た
芥
川
の
悲
し
み

は
、
も
っ
と
違
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
の
芥
川
の
心
に
近
い
も

の
は
、
海
老
井
英
次
の
指
摘
の
通
り
丈
孵
の
そ
れ
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

彼
は
△
久
し
く
芭
蕉
の
人
格
的
圧
力
の
栓
枯
に
、
空
し
く
屈
し
て
ゐ
た

彼
の
自
由
な
精
神
が
、
そ
の
本
来
の
力
を
以
て
、
漸
く
手
足
を
伸
ば
さ

う
と
す
る
、
解
放
の
喜
び
▽
を
感
じ
る
。
菩
提
樹
の
念
珠
を
つ
ま
ぐ
る

彼
に
は
周
囲
に
悲
し
む
門
弟
た
ち
の
姿
も
見
え
ず
、
そ
の
口
辺
に
は
か

゛
す
か
な
笑
み
さ
え
浮
か
べ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
師
を
見
送
る
彼

に
は
、
し
か
し
ま
た
、
＜
限
り
な
い
悲
し
み
∇
も
宿
っ
て
い
た
の
で
あ

る
。
小
説
の
中
の
芭
蕉
を
漱
石
に
置
き
換
え
て
み
る
時
、
私
は
丈
帥
の

姿
に
芥
川
を
見
る
。
こ
う
し
て
芥
川
は
自
分
の
文
学
の
道
に
入
っ
て
い

く
。
そ
の
芥
川
の
文
学
の
世
界
を
考
え
る
時
、
重
要
な
存
在
に
成
っ
て

く
る
の
が
支
考
で
あ
る
。
△
本
来
薄
情
に
出
来
上
が
っ
た
自
分
た
ち
人

間
を
ど
う
し
よ
う
▽
と
い
う
＜
厭
世
的
な
感
慨
▽
に
沈
む
支
考
。
そ
の
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彼
の
芭
蕉
を
見
る
目
は
、
作
者
の
そ
れ
と
同
じ
な
の
で
あ
る
。
こ
の
支

考
の
知
的
な
思
考
こ
そ
、
実
は
こ
の
小
説
の
趣
向
で
あ
っ
た
。
こ
う
し

て
、
支
考
も
ま
た
芥
川
に
重
な
っ
て
く
る
。

　
こ
の
よ
う
に
見
る
時
、
こ
の
小
説
に
登
場
す
る
門
弟
た
ち
の
心
情
は
、

す
べ
て
芥
川
自
身
が
漱
石
の
死
に
際
し
て
懐
い
た
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ス

な
感
情
の
投
影
で
あ
っ
た
、
と
読
む
こ
と
が
出
来
る
。
そ
う
い
う
意
味

に
お
い
て
、
や
は
り
こ
の
小
説
を
読
む
場
合
、
漱
石
の
死
を
度
外
視
宅

る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

△
注
▽

注
①
　
山
田
孝
三
郎
『
芥
川
文
学
事
典
』
（
昭
和
2
8
年
１
月
2
0
日
・
岡

　
　
倉
書
房
新
社
）
に
以
下
の
よ
う
な
説
明
が
あ
る
。

　
　
花
屋
日
記
　
芭
蕉
翁
反
古
文
・
翁
反
故
・
芭
蕉
談
終
焉
実
記
と
も

　
　
云
う
。
芭
蕉
の
終
焉
記
で
、
元
禄
七
年
九
月
廿
一
日
か
ら
十
二
月

　
　
十
二
日
ま
で
の
芭
蕉
の
旅
の
中
、
大
阪
花
屋
で
の
病
中
・
終
焉
及

　
　
び
粟
津
の
義
仲
寺
に
葬
送
ま
で
が
記
し
て
あ
り
、
門
人
、
侍
者
等

　
　
の
手
記
と
去
来
・
其
角
・
露
浩
等
の
追
悼
の
書
簡
な
ど
が
収
め
て

　
　
あ
る
。
文
暁
の
偽
作
。

注
②
　
「
時
事
新
報
」
の
赤
木
桁
平
の
評
は
未
見
。
こ
こ
は
三
好
行
雄

　
　
編
『
芥
川
龍
之
介
必
携
』
（
別
冊
国
文
学
・
ｋ
２
・
７
９
年
冬
季
号
・

　
　
學
燈
社
）
の
「
芥
川
文
学
作
品
論
事
典
」
の
「
枯
野
抄
」
（
海
老

　
　
井
英
次
執
筆
）
の
項
、
及
び
、
菊
地
弘
・
久
保
田
芳
太
郎
・
関
口

　
　
安
義
編
『
芥
川
龍
之
介
事
典
』
（
昭
和
6
0
年
1
2
月
1
5
日
・
明
治
書

　
　
院
）
の
「
枯
野
抄
」
（
菊
地
弘
執
筆
）
の
項
に
よ
っ
た
。

注
③
　
こ
こ
の
引
用
文
は
、
吉
田
精
一
編
『
芥
川
龍
之
介
全
集
別
巻
』

　
　
（
昭
和
4
8
年
３
月
1
5
日
初
版
第
三
刷
・
筑
摩
書
房
）
所
載
の
そ
れ

　
　
で
あ
る
。

注
④
　
室
生
の
こ
の
文
章
は
、
昭
和
二
年
七
月
号
の
『
新
湯
』
に
載
っ

　
　
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
引
用
は
、
注
③
と
同
書
所
載
の
も

　
　
の
か
ら
で
あ
る
。

注
⑤
　
片
岡
良
一
の
「
芥
川
龍
之
介
の
作
品
」
は
フ
几
三
四
年
三
月
二

　
　
〇
日
、
三
笠
書
房
か
ら
刊
行
さ
れ
た
『
現
代
作
家
論
叢
』
に
収
め

　
　
ら
れ
て
い
る
論
文
で
あ
る
が
、
引
用
は
『
片
岡
良
一
著
作
集
』
第

　
　
ハ
巻
（
昭
和
4
5
年
７
月
2
5
日
・
中
央
公
論
社
）
に
よ
っ
た
。

注
⑥
　
吉
田
精
一
の
『
芥
川
龍
之
介
の
葡
術
と
生
涯
』
は
市
民
文
庫
の

　
　
　
一
冊
と
し
て
昭
和
二
十
六
年
十
一
月
十
五
日
に
河
出
書
房
か
ら
出

　
　
版
さ
れ
た
。
引
用
し
た
の
は
昭
和
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
再
版

　
　
の
そ
れ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
書
は
最
初
昭
和
十
七
年
十
二
月
に
、

　
　
『
芥
川
龍
之
介
』
と
い
う
書
名
で
三
省
堂
か
ら
刊
行
さ
れ
た
。
現

　
　
在
は
『
芥
川
龍
之
介
１
（
吉
田
精
一
著
作
集
Ｉ
）
』
（
昭
和
5
4
年
‥
‥
１
１

　
　
月
1
2
日
・
桜
楓
社
）
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

注
⑦
　
中
村
真
一
郎
は
『
芥
川
龍
之
介
の
世
界
』
（
角
川
文
庫
・
昭
和

　
　
4
3
年
1
0
月
1
0
日
初
版
発
行
）
の
中
で
「
枯
野
抄
」
に
つ
い
て
以
下

　
　
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

　
　
　
『
枯
野
抄
』
は
芭
蕉
の
臨
終
の
際
の
弟
子
た
ち
の
気
持
を
、
漱
石

　
　
の
死
に
立
ち
会
っ
た
芥
川
が
、
彼
の
先
輩
た
ち
の
感
情
の
動
き
を

　
　
観
察
し
想
像
し
た
結
果
を
利
用
し
な
が
ら
書
き
上
げ
た
も
の
だ
と

　
　
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
小
脱
の
お
わ
り
の
と
こ
ろ
に
、
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「
久
し
く
芭
蕉
の
人
格
的
圧
力
の
梗
桔
に
、
空
し
く
屈
し
て
ゐ
た

　
　
彼
の
自
由
な
精
神
が
、
そ
の
本
来
の
力
を
以
て
、
漸
く
手
足
を
伸

　
　
ば
さ
う
と
す
る
、
解
放
の
喜
び
」
を
感
じ
る
丈
草
の
姿
を
描
い
た

　
　
芥
川
は
、
お
そ
ら
く
彼
自
身
の
漱
石
の
死
に
対
す
る
感
想
を
正
直

　
　
に
告
白
し
て
い
る
と
も
見
え
よ
う
。
た
だ
こ
の
小
説
は
、
漱
石
死

　
　
後
、
二
年
た
っ
て
書
か
れ
た
の
で
、
死
の
直
後
の
芥
川
は
「
何
だ

　
　
か
す
べ
て
が
荒
涼
と
し
て
し
ま
っ
た
や
う
な
気
が
し
ま
す
」
と
許

　
　
婚
者
あ
て
に
書
い
た
り
、
や
が
て
夏
目
家
の
女
婿
と
な
っ
た
松
岡

　
　
譲
氏
に
、
二
体
夏
目
さ
ん
は
己
た
ち
の
為
に
少
し
早
く
死
に
す

　
　
ぎ
た
ね
」
と
嘆
い
た
り
し
て
い
る
。

　
　
　
自
由
感
と
虚
脱
感
は
、
い
ず
れ
も
真
実
の
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　
　
ぼ
く
は
そ
の
後
の
芥
川
の
仕
事
全
体
の
な
か
に
、
そ
の
感
情
の
名

　
　
残
り
を
感
じ
と
る
。
（
後
略
）

　
　
　
同
書
に
付
さ
れ
た
小
久
保
実
の
「
解
説
」
に
よ
る
と
、
右
の
文

　
　
章
が
書
か
れ
た
の
は
、
著
書
の
出
版
年
よ
り
も
十
数
年
前
の
こ
と

　
　
の
よ
う
で
あ
る
。

注
⑧
　
松
山
悦
三
は
、
『
芥
川
龍
之
介
読
本
』
（
昭
和
4
3
年
５
月
3
0
日
初

　
　
版
第
１
刷
発
行
・
現
代
教
養
文
庫
・
社
会
思
想
社
）
の
中
で
、

　
　
「
枯
野
抄
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
テ
ー
マ
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
芭
蕉
の
死
に
遭
遇
し
た
弟
子

　
　
た
ち
が
、
「
枯
野
に
窮
死
し
た
先
達
を
歎
か
ず
に
、
薄
暮
に
先
達

　
　
を
失
っ
た
自
分
た
ち
を
嘆
い
て
ゐ
る
」
状
況
を
描
い
て
い
る
。

　
　
（
略
）
そ
れ
は
芭
蕉
の
弟
子
た
ち
が
悲
し
み
の
う
ち
に
、
そ
の
人

　
　
格
的
圧
力
の
栓
桔
に
屈
し
て
い
た
自
由
精
神
が
、
「
本
来
の
力
を

　
　
以
て
漸
く
力
を
伸
ば
さ
う
と
す
る
解
放
の
喜
び
」
で
も
あ
っ
た
。

　
　
こ
の
こ
と
は
作
者
が
漱
石
の
死
に
遭
遇
し
た
と
き
の
体
験
を
基
に

　
　
し
て
述
べ
た
も
の
で
、
芭
蕉
の
六
人
の
弟
子
の
性
格
を
描
き
分
け

　
　
る
の
に
苦
心
し
た
こ
と
は
、
短
篇
の
中
に
歴
然
と
現
わ
れ
て
い
る
。

　
　
そ
こ
に
作
者
の
才
能
の
ひ
ら
め
き
を
見
出
す
の
で
あ
る
。

注
⑨
　
引
用
は
宇
野
浩
二
『
芥
川
龍
之
介
下
巻
』
（
昭
和
5
0
年
８
月
1
0

　
　
日
・
中
公
文
庫
・
中
央
公
論
社
）
か
ら
。
な
お
、
水
上
勉
の
同
文

　
　
庫
の
「
解
説
」
に
よ
る
と
、
宇
野
の
こ
の
著
は
昭
和
二
十
六
年
九

　
　
月
か
ら
昭
和
二
十
七
年
十
一
月
ま
で
『
文
学
界
』
に
連
載
さ
れ
、
同

　
　
二
十
八
年
五
月
文
葡
春
秋
新
社
か
ら
刊
行
さ
れ
た
も
の
だ
と
い
う
。

注
⑩
　
三
好
行
雄
『
芥
川
龍
之
介
論
（
三
好
行
雄
著
作
集
　
第
三
巻
）
』

　
　
二
九
九
三
年
３
月
1
0
日
・
筑
摩
書
房
）
か
ら
引
用
し
た
。
な
お

　
　
こ
の
論
の
初
出
は
、
フ
几
七
一
　
（
昭
和
4
6
）
年
６
月
号
の
『
国
語

　
　
展
望
』
で
あ
る
。
そ
の
最
後
の
と
こ
ろ
で
三
好
は
△
「
枯
野
抄
」

　
　
も
ま
た
明
ら
か
に
、
一
連
の
芸
術
家
小
説
の
系
譜
を
継
ぐ
短
篇
で

　
　
あ
る
▽
と
言
い
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
馬
琴
や
良
秀
は
芥
川
龍
之
介
が
憧
憬
と
夢
想
の
対
象
に
選
ん
だ

’
　
芸
術
家
の
理
想
像
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
日
常
の
恩
愛
を

　
　
捨
て
た
漂
泊
の
詩
人
も
ま
た
、
良
秀
と
お
な
じ
地
獄
を
遍
歴
し
た

　
　
孤
独
な
芸
術
家
な
の
で
あ
る
。
弟
子
た
ち
の
卑
小
な
エ
ゴ
イ
ズ
ム

　
　
な
ど
で
は
、
も
は
や
ど
う
傷
つ
き
よ
う
も
な
い
世
界
に
ま
で
、
芭

　
　
蕉
は
遠
ざ
か
っ
て
い
た
は
ず
だ
。
だ
か
ら
、
芭
蕉
の
宿
業
と
孤
独

　
　
を
理
解
し
た
丈
鱒
ひ
と
り
が
、
唇
頭
に
か
す
か
に
微
笑
を
許
さ
れ

　
　
る
。
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芭
蕉
の
人
格
的
梗
桔
か
ら
の
△
解
放
の
喜
び
∇
を
自
覚
し
た
と

　
　
き
、
し
か
し
、
丈
孵
に
は
去
来
の
自
責
も
、
支
考
の
ペ
シ
ミ
ズ
ム

　
　
も
無
縁
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
丈
辨
の
歓
喜
は
、
あ
ら
ゆ
る
係

　
　
累
を
捨
て
て
、
独
行
の
自
由
を
得
た
芸
術
家
の
覚
悟
と
表
裏
一
体

　
　
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
＜
枯
野
に
窮
死
し
た
∇
芭
蕉
を
む
ざ
ん
と

　
　
見
る
眼
も
、
窮
死
さ
せ
た
門
弟
を
責
め
る
思
い
も
丈
紳
に
は
な
い
。

　
　
　
「
戯
作
三
昧
」
の
語
を
借
り
て
い
え
ば
、
芸
術
家
に
と
っ
て
な
に
‘

　
　
が
△
人
生
▽
で
、
な
に
が
△
残
滓
▽
で
あ
る
か
を
、
か
れ
は
見
抜

　
　
い
て
い
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
丈
孵
は
、
お
な
じ
覚
悟
に
生
き
た
唯

　
　
ひ
と
り
の
ひ
と
の
前
で
、
△
恭
し
く
臨
終
の
芭
蕉
に
礼
拝
▽
で
き

　
　
た
の
で
あ
る
。
大
正
七
年
の
芭
蕉
は
漱
石
で
も
、
ほ
か
の
誰
で
も

　
　
な
い
、
芥
川
龍
之
介
そ
の
ひ
と
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
龍
之
介
は
、
も
っ

　
　
と
も
身
近
な
場
所
に
ま
で
た
ぐ
り
よ
せ
て
、
芭
蕉
を
描
い
た
。

　
　
△
世
捨
人
∇
で
あ
る
ゆ
え
に
△
詩
魔
∇
の
人
た
り
え
た
芭
蕉
を
…
…
。

　
　
△
宗
師
∇
で
あ
る
こ
と
の
む
な
し
さ
を
描
い
て
、
△
天
才
▽
の
明

　
　
証
と
し
た
の
で
あ
る
。
（
略
）

注
⑩
　
『
芥
川
龍
之
介
』
（
一
九
九
五
年
1
0
月
2
0
日
刊
・
岩
波
新
書
）

　
　
に
見
え
て
い
る
関
目
安
義
の
「
枯
野
抄
」
論
を
、
次
に
引
用
し
て
お
く
。

　
　
　
　
（
前
略
）
「
枯
野
抄
」
は
芭
蕉
に
深
く
親
し
ん
だ
芥
川
に
し
て

　
　
は
じ
め
て
成
る
作
で
、
師
翁
の
臨
終
に
集
ま
っ
た
弟
子
た
ち
そ
れ

　
　
ぞ
れ
の
複
雑
な
心
理
に
光
を
あ
て
た
も
の
で
あ
る
。
芭
蕉
の
弟
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
よ
う
そ
う
　
お
と
く
に
　
い
ね
ん
ぼ
う

　
　
た
ち
、
－
―
其
角
、
去
来
、
丈
帥
、
乙
州
、
惟
然
坊
、
支
考
、

　
　
正
秀
ら
は
、
師
の
死
に
臨
ん
で
「
限
り
な
い
死
別
の
名
ご
り
を
惜

　
　
し
ん
で
ゐ
る
」
の
だ
が
、
実
際
に
は
師
翁
の
死
の
悲
し
み
よ
り
も
、

　
　
そ
の
後
に
来
る
各
人
の
生
涯
に
思
い
を
は
せ
て
い
る
。
彼
ら
は
恩

　
　
師
の
臨
終
の
場
に
あ
っ
て
、
悲
し
み
に
耐
え
ら
れ
な
い
で
い
る
の

　
　
も
事
実
な
が
ら
、
一
方
で
自
分
た
ち
の
今
後
の
利
害
や
、
師
の
人

　
　
格
的
圧
力
か
ら
解
放
さ
れ
る
喜
び
を
感
じ
て
い
る
の
だ
。

　
　
　
　
「
枯
野
抄
」
は
漱
石
と
弟
子
た
ち
を
頭
に
置
い
て
書
か
れ
た
こ

　
　
と
は
ま
ち
が
い
な
い
だ
ろ
う
。
事
実
宇
野
浩
二
に
「
君
、
ナ
イ
シ
ョ

　
　
だ
が
ね
、
「
枯
野
抄
」
に
登
場
す
る
門
弟
た
ち
は
、
漱
石
門
下
の

　
　
人
た
ち
だ
よ
」
と
芥
川
が
語
っ
た
と
い
う
証
言
（
『
芥
川
龍
之
介
』
）

　
　
も
あ
る
。
自
己
の
体
験
を
芭
蕉
の
臨
終
に
お
け
る
弟
子
た
ち
の
心

　
　
理
に
重
ね
て
芥
川
は
「
枯
野
抄
」
を
描
い
て
い
く
。
そ
こ
に
は
ど

　
　
う
に
も
な
ら
な
い
人
間
の
実
情
と
、
人
間
の
生
き
る
こ
と
に
関
わ

　
　
る
絶
望
の
意
識
も
の
ぞ
い
て
い
る
。
「
奉
教
人
の
死
」
で
エ
ゴ
イ

　
　
ズ
ム
の
な
い
ア
ガ
ペ
ー
の
愛
を
追
い
求
め
な
が
ら
、
同
時
期
の

　
　
「
枯
野
抄
」
で
は
、
ま
っ
た
く
逆
の
人
間
の
い
た
し
か
た
な
い
現

　
　
実
を
芥
川
は
描
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

注
⑩
　
三
好
行
雄
編
『
芥
川
龍
之
介
必
携
』
（
別
冊
国
文
学
・
ｋ
２
・

　
　
7
9
年
冬
季
号
・
學
燈
社
）
の
「
芥
川
文
学
作
品
論
事
典
」
の
「
枯

　
　
野
抄
」
（
海
老
井
英
次
執
筆
）
の
項
に
よ
る
。

注
⑩
　
菊
地
弘
・
久
保
田
芳
太
郎
・
関
口
安
義
編
『
芥
川
龍
之
介
事
弗
』

　
　
（
昭
和
6
0
年
1
2
月
1
5
日
・
明
治
書
院
）
の
「
枯
野
抄
」
（
菊
地
弘
執

　
　
筆
）
の
項
に
よ
る
。

注
⑩
　
工
藤
茂
「
笑
い
の
文
学
－
芥
川
龍
之
介
へ
の
一
視
点
―
」
（
『
別

　
　
府
大
学
国
語
国
文
学
』
第
2
7
号
・
昭
和
6
0
年
1
2
月
3
0
目
・
別
府
大

　
　
学
国
語
国
文
学
会
）
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