
一

漱は
じ
め
に

石
　
　
の
　
　
俳

－
そ
の
発
展
と
回
帰
～

句

　
正
岡
子
規
と
の
出
会
い
に
よ
り
、
夏
目
漱
石
が
俳
句
を
始
め
た
の
は
明
治
二
十
二
年

で
あ
っ
た
。
文
献
に
よ
る
と
、
漱
石
の
最
初
の
俳
句
は

　
　
帰
ろ
ふ
と
泣
か
ず
に
笑
へ
時
鳥
　
　
　
　
漱
　
　
石

　
　
聞
か
ぶ
と
て
誰
も
待
た
ぬ
に
時
鳥
　
　
　
　
同

の
二
句
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
そ
の
年
の
五
月
十
三
日
に
、
旧
松
山
藩
主
久
松
家
が
同
藩

子
弟
の
た
め
に
設
け
た
常
盤
会
寄
宿
舎
で
喀
血
し
て
臥
し
た
子
規
へ
の
見
舞
い
の
手
紙

の
中
に
書
か
れ
て
い
る
。
子
規
は
四
日
前
の
五
月
九
日
に
喀
血
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
り

　
「
子
規
」
と
い
う
号
を
自
ら
つ
け
た
。
又
、
そ
の
手
紙
よ
り
十
四
日
後
の
五
月
二
十
七

日
の
子
規
宛
書
簡
に

　
　
　
「
七
草
集
に
は
流
石
の
某
も
実
名
を
曝
す
は
恐
レ
ビ
デ
ゲ
ス
と
少
し
く
通
が
り
て

　
当
座
の
間
に
合
せ
に
漱
石
と
な
ん
し
た
り
顔
に
認
め
侍
り
」

と
あ
り
、
こ
の
時
は
じ
め
て
漱
石
な
る
雅
号
を
用
い
て
い
る
。
こ
こ
に
言
う
『
七
草
集
』

と
は
明
治
二
十
一
年
よ
り
筆
を
起
こ
し
、
二
十
二
年
五
月
に
一
巻
と
な
し
た
子
規
の
詩

文
集
で
あ
り
、
そ
の
巻
末
に
漢
文
で
書
い
た
批
評
に
「
漱
石
」
の
署
名
を
付
し
た
の
で

あ
る
。
し
か
も
漱
石
は
そ
の
『
七
草
集
』
に
大
い
に
刺
激
さ
れ
、
八
月
の
房
総
旅
行
を

素
材
と
し
て
の
、
紀
行
詩
文
集
『
木
屑
録
』
を
九
月
九
日
に
脱
稿
し
、
郷
里
松
山
で
療

養
中
の
子
規
に
批
評
を
乞
う
た
。

　
こ
う
し
て
こ
こ
に
「
漱
石
」
と
「
子
規
」
の
深
い
交
わ
り
が
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
が
、

會
　
　
　
田

紘
　
　
　
文

そ
の
交
友
の
接
点
の
中
心
を
担
っ
た
の
が
、
俳
句
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

そ
の
交
友
は
『
木
屑
録
』
の
唐
評
で
子
規
が

　
　
　
「
余
、
吾
兄
を
知
る
こ
と
久
し
、
而
し
て
吾
兄
と
交
れ
る
は
、
則
ち
今
年
一
月
に

　
始
ま
れ
り
。
余
の
初
め
東
都
に
未
る
や
、
友
を
求
む
る
こ
と
数
年
に
し
て
、
未
だ
Ｉ

　
人
を
得
ず
。
吾
兄
を
知
る
に
及
ん
で
、
乃
ち
窃
に
期
す
る
所
あ
り
。
而
し
て
其
の
己

　
を
知
る
を
辱
う
す
る
に
至
っ
て
、
而
し
て
前
日
を
憶
へ
ば
、
其
の
吾
兄
に
得
る
所
は
、

　
甚
だ
前
に
期
せ
し
所
の
も
の
に
過
ぎ
た
り
。
是
に
於
て
か
、
余
は
始
め
て
一
益
友
を

　
得
た
り
。
其
の
喜
知
る
べ
き
な
り
」

と
書
い
て
い
る
よ
う
に
、
実
に
深
い
心
よ
り
の
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
こ
の
小
論
で
は
、
子
規
と
の
関
わ
り
の
中
で
漱
石
の
俳
句
が
ど
う
発
展
し
、

更
に
は
子
規
亡
き
後
の
漱
石
の
俳
句
が
ど
う
変
貌
し
て
行
っ
た
か
を
考
察
し
て
み
た
い

と
思
う
。

ニ
　
漱
石
の
俳
句
創
作
年
譜

　
漱
石
は
そ
の
生
涯
に
お
い
て
、
二
千
四
百
三
十
一
句
の
俳
句
を
作
っ
て
い
る
。
そ
の

数
は
、
明
治
二
十
二
年
か
ら
大
正
五
年
ま
で
の
二
十
八
年
間
と
い
う
年
月
か
ら
割
り
出

せ
ば
、
決
し
て
驚
く
ほ
ど
の
量
で
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
年
度
別
に
分
け
て
み

る
と
、
そ
こ
に
年
に
よ
り
随
分
と
差
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
そ
し
て
、
そ
の
句
数
の

差
は
そ
の
ま
ま
漱
石
の
俳
句
に
対
す
る
姿
勢
の
変
化
を
表
わ
し
て
い
る
と
も
思
わ
れ
る
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の
で
あ
る
。
そ
こ
で
試
み
に
俳
句
を
中
心
に
、
そ
の
他
短
詩
形
の
作
品
数
を
年
代
別
に

示
す
と
次
の
表
の
如
く
で
あ
る
、

漢

詩

和

歌

連

句

新
体詩

俳
体詩

俳

句
ダ

以前８

　２５
３ ２

明治
２２

１６ ５ ２３

１ ３０ ２４

２ ２５

０ ２６

１ １５ ２７

５ ４６２ ２８

６ ４９７ ２９

１ ２８２ ３０

４ ８６ ３１

４ ２ ３３０ ３２

３ １６ ３３

１９ ３４

１０ ３５

２２ ３６

１ ３ １０ ２０ ３７

５ ７ ３８

３１ ３９

１ ３ ２ ４０

１ ４９ ４１

３ ２０ ４２

１７ １ ４ ７ ４３

２２ ４４

２３ ２２ ４５

５ 大正
　２

９ １ ２ ２ ３

４ １６ ４

７８ ４８ ５

３
１２

不
明

２０８ ８ ２ ３ １５ ２４３１ 計

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②
　
　
　
　
　
③

（
尚
、
こ
の
作
品
数
の
年
譜
構
成
に
お
い
て
、
蒲
池
正
紀
氏
と
和
田
利
男
氏
は
共
に
、

　
明
治
三
十
年
…
…
一
一
Ｉ
ハ
エ
ハ
句
、
明
治
三
十
二
予
：
…
一
〇
一
一
句
、
と
し
て
お
ら
れ

　
る
。
そ
れ
は
前
掲
注
①
の
岩
波
版
『
漱
石
全
集
』
の
明
治
三
十
一
年
の
項
の
は
じ

　
め
が
、

　
正
岡
子
規
へ
送
り
た
る
句
稿
　
そ
の
二
十
八
　
一
月
六
日
　
　
　
　
（
傍
点
筆
者
）

と
い
う
前
書
で
始
ま
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
ま
ま
俳
句
も
全
て
を
明
治
三
十
一
年

の
も
の
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
漱
石
は
明
治
三
十
年
の
十
二
月
末
か
ら

翌
年
の
正
月
へ
か
け
て
、
熊
本
県
小
天
村
小
犬
温
泉
に
親
友
山
川
信
次
郎
と
二
人

で
越
年
旅
行
を
し
て
お
り
、
そ
の
折
り
の
句
で
。

　
　
行
く
年
や
猫
う
づ
く
ま
る
膝
の
上
　
　
　
　
　
漱
　
　
石

　
　
　
　
④

以
下
十
六
句
は
、
全
て
年
末
の
作
句
で
あ
る
。
即
ち
、
そ
の
句
数
だ
け
明
治
三
十

　
一
年
度
の
も
の
か
ら
引
き
去
り
、
三
十
年
度
分
に
加
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
又
、
蒲

池
氏
は
明
治
四
十
四
年
…
…
一
一
丁
司
（
和
田
氏
二
二
句
）
、
大
正
四
年
…
…
十
七

句
（
和
田
氏
十
六
句
）
と
異
な
り
を
見
せ
て
い
る
。
）

　
こ
の
表
で
わ
か
る
よ
う
に
、
明
治
二
十
八
年
（
松
山
時
代
）
か
ら
明
治
三
十
二
年

　
（
熊
本
時
代
）
の
五
年
間
に
お
け
る
作
句
数
は
圧
倒
的
に
多
く
、
そ
の
率
は
実
に
全
体

の
六
十
八
八
Ｉ
セ
ン
ト
に
も
当
た
る
の
で
あ
る
。
俳
句
に
志
す
者
と
し
て
の
漱
石
を
語

る
と
す
れ
ば
、
極
言
し
て
こ
の
五
年
間
を
指
す
こ
と
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
時

期
の
漱
石
に
つ
い
て
小
坂
晋
氏
は

　
　
　
「
松
山
行
き
に
つ
い
て
は
、
明
治
三
十
九
年
十
月
二
十
三
日
狩
野
宛
に
『
御
存
じ

　
の
如
く
僕
は
卒
業
し
て
か
ら
田
舎
へ
行
っ
て
仕
舞
っ
た
。
是
に
は
色
々
理
由
が
あ
る
。
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理
由
は
ど
う
で
も
よ
い
と
し
て
（
中
略
）
』
と
述
べ
て
お
り
、
あ
ま
り
理
由
を
考
え
た

　
く
な
い
気
持
ち
が
慟
い
て
い
る
。
言
い
た
く
な
い
理
由
の
一
つ
は
矢
張
り
失
恋
で
あ

　
っ
た
ろ
う
。
（
中
略
）
松
山
落
ち
前
後
の
漱
石
は
万
事
、
保
治
・
楠
諸
子
と
の
漱
有
内

　
部
の
心
理
劇
を
人
々
が
追
跡
し
、
探
偵
し
て
い
る
気
が
す
る
、
い
わ
ゆ
る
網
の
目
の

　
如
き
被
害
妄
想
に
苦
し
ん
だ
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
神
経
衰
弱
を
克
服
す
る
た
め
彼
は

　
参
禅
し
、
効
果
が
な
い
と
分
か
る
や
松
山
へ
脱
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
心

と
大
塚
楠
緒
子
へ
の
失
恋
に
よ
る
都
落
ち
を
論
じ
て
お
ら
れ
る
。
こ
の
恋
愛
問
題
に
は

異
皿
が
あ
り
、
現
時
占
で
は
は
っ
き
り
さ
せ
得
な
い
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
恋
愛
問
題

が
あ
っ
た
こ
と
に
は
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
江
藤
原
氏
は

　
　
　
「
彼
は
な
に
よ
り
も
遠
い
所
に
行
き
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
『
罪
』
か
ら
の
が
れ
る

　
た
め
に
、
そ
し
て
『
生
』
に
出
逢
う
た
め
に
。
そ
れ
は
ま
た
自
己
流
譲
で
も
あ
り
、

　
か
つ
自
己
回
復
へ
の
希
求
で
も
あ
っ
た
。
遠
い
場
所
に
行
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ

　
だ
け
深
く
自
己
の
内
部
に
下
降
し
、
そ
の
な
か
か
ら
『
生
』
の
根
源
の
力
を
さ
ぐ
り

　
あ
て
た
い
と
い
う
暗
靫
の
衝
動
に
、
被
は
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
べ

と
そ
の
原
因
を
嫂
登
世
へ
の
愛
の
、
彼
自
身
の
「
罪
」
の
意
識
と
彼
自
身
の
「
生
」
へ

の
希
求
だ
と
言
っ
て
お
ら
れ
る
。
又
、
千
谷
七
郎
氏
は

　
　
　
「
松
山
赴
任
後
の
明
治
二
十
八
年
五
月
十
日
附
狩
野
亨
宛
書
簡
に
見
る
と
き
、
病

　
状
の
一
端
が
よ
く
分
か
る
。
『
東
京
に
て
あ
ま
り
御
利
口
連
に
つ
っ
突
か
れ
る
為
め
、

　
生
来
の
馬
鹿
が
一
層
馬
鹿
に
相
成
候
様
子
に
御
座
候
然
し
馬
鹿
は
馬
鹿
で
推
し
通
す

　
　
〔
よ
〕
り
別
の
分
別
無
之
只
当
地
に
て
も
裏
面
よ
り
故
意
に
雍
嶺
を
起
さ
す
る
様
な

　
御
利
口
連
あ
ら
は
一
斑
の
短
銃
を
懐
ろ
に
し
て
帰
京
す
る
決
心
に
御
座
候
、
天
道
自

　
ら
悠
々
一
死
狂
名
を
溥
す
る
も
亦
一
興
に
御
座
候
』
幸
に
狩
野
ソ
古
な
ど
の
人
は
、

　
漱
石
の
こ
れ
ら
の
異
常
の
言
動
を
胸
中
に
畳
ん
で
、
い
た
ず
ら
に
詮
議
騒
ぎ
立
て
を

　
す
る
な
ど
の
こ
と
は
な
く
、
静
か
に
漱
石
の
脳
漿
の
冷
却
す
る
を
待
つ
大
人
で
あ
っ

　
た
よ
う
で
あ
る
。
と
も
か
く
漱
石
の
突
然
の
松
山
赴
任
は
、
い
ろ
い
ろ
と
巷
説
が
あ

　
る
よ
う
で
あ
る
が
、
病
気
に
よ
る
東
京
脱
出
、
遁
走
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
心

と
考
察
し
て
お
ら
れ
る
。
こ
う
し
て
兜
に
角
松
山
に
行
く
気
に
な
っ
た
漱
石
の
心
に
は
、

そ
こ
が
子
規
の
郷
里
で
あ
り
、
叉
、
明
治
二
十
五
年
の
八
月
に
す
で
に
そ
の
地
に
一
度

子
規
を
尋
ね
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
等
も
が
右
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
西
下
し
た
漱
石
は
、
佐
々
木
雅
発
氏
の
言
わ
れ
る
よ
う
に

　
　
　
「
だ
が
、
背
水
の
陣
を
敷
い
て
松
山
に
赴
い
た
彼
は
、
同
時
に
『
生
活
』
の
中
に

　
足
を
踏
み
入
れ
て
い
た
。
そ
れ
ま
で
、
た
だ
『
有
用
の
人
』
た
ら
ん
と
し
『
文
学
』

　
に
専
心
す
る
学
徒
で
あ
れ
ば
足
り
た
彼
が
、
一
時
そ
の
緊
張
感
を
解
く
や
い
な
や
。

　
　
『
生
活
』
の
中
に
溺
れ
て
い
か
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
こ
と
は
、
悲
惨
と
い
う
ほ
か

　
は
な
い
。
松
山
か
ら
熊
本
へ
と
か
け
て
、
彼
は
な
に
よ
り
も
一
人
の
生
活
者
で
あ
り
、

　
次
第
に
そ
の
相
貌
を
深
め
て
ゆ
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
（
中
略
）
熊
本
に
移
っ
た
年
の

　
六
月
、
彼
は
結
婚
し
て
一
家
を
構
え
た
。
そ
し
て
妻
鏡
子
の
妊
娠
、
流
産
、
再
度
の

　
妊
娠
、
重
い
悪
阻
、
ヒ
ス
テ
リ
ー
の
発
作
、
身
投
げ
騒
動
、
長
女
の
出
産
…
…
。
こ

　
こ
訃
一
人
の
俊
秀
が
、
次
第
に
『
往
生
』
し
『
立
ち
腐
れ
』
て
ゆ
く
坐
惨
な
姿
が
あ
　

2
0

　
る
」

の
よ
う
な
日
々
の
生
活
な
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
漱
石
は
子
規
へ
宛
て
て
「
此
頃
愛
媛
県

に
は
少
々
愛
想
が
書
き
申
親
政
ど
こ
か
へ
巣
を
替
へ
ん
と
存
候
今
迄
は
随
分
義
理
と
思

ひ
辛
防
致
し
親
へ
ど
も
只
今
で
は
口
さ
へ
あ
れ
ば
直
ぐ
動
く
積
り
に
御
座
候
」
（
明
治
二

十
八
年
十
一
月
七
日
）
と
書
き
、
斉
藤
阿
具
へ
は
「
近
々
の
内
当
地
を
去
り
た
く
と
存

候
へ
ど
も
無
暗
に
東
京
へ
帰
れ
ば
餓
死
す
る
の
み
夫
故
少
々
困
却
致
居
候
」
（
明
治
二
十

九
年
二
月
七
日
）
と
書
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
明
治
二
十
九
年
四
月
松
山
中
学
を
辞
任

し
、
す
で
に
先
任
し
て
い
た
親
友
菅
虎
雄
の
居
る
第
五
高
等
学
校
（
熊
本
）
に
着
任
し

た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
で
の
生
活
は
、
明
治
三
十
三
年
五
月
十
二
日
「
英
語
研
究

ノ
為
メ
満
二
年
間
英
国
へ
留
学
ヲ
命
ズ
」
と
い
う
文
部
省
第
一
回
給
費
留
学
生
と
し
て

の
辞
令
を
受
け
、
七
月
に
熊
本
を
去
る
ま
で
続
い
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
間
の
漱
石
の
心
を
支
え
た
の
が
俳
句
創
作
で
あ
り
、
そ
の
志
向
は
「
子
規
へ
送

り
た
る
句
稿

↓
と
し
て
、
そ
の
Ｉ
　
（
明
治
二
十
八
年
九
月
二
十
三
日
）
か
ら
そ
の
三
十



五
（
明
治
三
ト
ー
年
‐
ド
川
い
し
‥
リ
ま
で
力
約
四
年
間
、
ｆ
規
に
添
削
今
卵
い
だ
句
数

は
実
に
Ｆ
四
八
日
斤
ト
�
に
佼
ふ
の
て
玉
石

　
英
田
俗
学
後
の
漱
石
力
佐
勺
数
げ
激
威
し
て
い
る
、
上
体
勺
に
替
わ
っ
て
晩
年
に
は
漢

詩
削
作
が
目
ご
つ
。
そ
し
て
そ
の
酒
渡
問
に
お
『
い
て
、
俳
味
詩
及
び
新
体
詩
等
が
試
み

ら
れ
て
い
る
の
も
江
口
に
価
す
る
、

　
こ
こ
で
漱
石
の
俳
句
削
作
弟
譜
を
、
そ
の
占
簡
や
目
記
に
へ
‥
わ
せ
て
圭
と
め
る
と
次

の
よ
う
に
な
る
。

巾
昨
日
故
人
長
汀
題
と
云
ふ
酋
を
腿
て
急
に
匯
諧
が
作
リ
た
く
な
り
士
ご
二
酋
を
得
た

　
り
御
笑
ひ
草
に
供
し
た
け
れ
ど
端
書
故
い
づ
れ
悛
便
に
て
御
斧
函
相
願
度
仮
言
正
岡

　
ｆ
規
宛
　
明
治
一
一
十
四
年
七
川
こ
ト
四
日
　
書
簡
一

回
小
生
近
頃
俳
門
に
入
ら
ん
と
存
候
御
閑
暇
の
節
は
御
高
示
を
仰
ぎ
度
仮
。
（
同
行
　
明

　
治
二
十
八
年
五
月
ニ
ト
八
日
　
書
簡
）

即
小
生
の
写
実
に
拙
な
る
は
入
門
の
日
の
浅
き
に
よ
る
は
無
論
な
れ
ど
瓦
性
の
然
ら
し

　
む
る
所
も
旺
有
之
と
存
仮
椙
句
又
々
御
送
致
候
故
児
使
の
如
く
御
存
分
に
御
成
敗
可

　
被
下
候
。
（
同
行
　
明
乙
兜
一
ト
八
年
十
一
月
ト
四
日
　
書
簡
）

申
傍
机
後
何
と
な
く
含
忙
俳
勺
を
作
る
の
閑
を
得
ず
偶
得
処
亦
皆
拙
悪
な
り
然
し
な
が

　
ら
習
慣
を
か
く
と
退
歩
の
憂
ふ
リ
故
に
送
る
。
（
同
社
　
明
治
ニ
ト
比
年
一
月
十
七
ロ

　
書
簡
）

回
俳
句
頓
と
も
の
に
な
ら
ず
嚢
底
と
共
に
彿
底
に
御
座
涙
頃
日
虻
言
律
盲
目
を
得
仮
間

　
御
笑
覧
に
供
し
親
御
大
政
願
Ｌ
候
。
（
同
前
　
明
治
三
十
年
ト
二
月
ト
ニ
目
　
書
簡
）

回
小
生
爾
未
俳
境
日
々
退
歩
昨
今
は
現
に
一
句
も
無
之
仮
。
（
高
浜
政
子
宛
　
明
治
三
十

　
一
年
三
月
ニ
ヤ
ー
日
　
書
簡
）

巾
近
頃
は
発
句
廃
業
駄
句
も
な
に
も
皆
無
に
候
。
（
村
上
牛
太
郎
宛
　
明
治
三
十
三
年
四

　
月
五
日
　
書
簡
）

圓
僕
は
一
面
に
於
て
俳
諧
的
史
学
に
出
入
り
す
る
と
同
時
に
一
面
に
於
て
死
ぬ
か
生
き

　
る
か
、
敵
の
や
り
と
り
今
す
る
様
な
維
新
の
志
Ｌ
の
如
き
烈
し
い
精
神
で
文
学
を
や

　
っ
て
み
た
い
。
乙
竹
本
三
后
Ｔ
‥
宛
　
明
治
三
ト
元
年
ト
月
ニ
ト
六
日
　
書
簡
こ

㈱
詐
術
の
議
論
や
八
生
上
の
理
窟
が
。
時
は
厭
に
な
っ
た
。
⊇
Ｔ
風
月
、
明
窓
浄
几
、

　
さ
う
云
ふ
趣
味
が
修
っ
仁
　
微
雨
当
窓
冷
、
一
燈
洩
竹
占
　
と
い
ふ
句
を
得
た
。

　
　
　
風
流
の
昔
恋
し
き
紙
衣
か
な
　
　
一
明
治
四
ト
ー
二
年
几
月
１
四
日
　
「
目
足
し

　
漱
石
の
俳
句
に
討
す
る
姿
勢
の
犬
ま
か
な
変
遷
は
右
の
よ
う
に
な
る
が
、
内
方
的
に

四
つ
の
ピ
ー
ク
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
の
一
は
、
巾
の
明
白
一
十
四
年
で
あ
り
、

嫂
加
世
の
死
去
に
封
す
る
悲
し
み
と
嘆
き
と
が
そ
の
底
に
あ
っ
た
。
そ
の
二
は
、
閃
の

明
治
二
万
八
年
で
あ
る
。
松
山
に
西
下
し
た
漱
石
は
、
日
清
戦
争
に
従
軍
記
者
と
し
て

従
軍
し
て
い
た
子
規
が
、
療
長
の
た
め
帰
郷
し
、
漱
石
の
ド
宿
に
同
宿
し
た
の
を
機
に
、

本
格
的
に
句
作
を
始
め
た
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
り
深
く
暗
い
「
慰
病
期
づ
を
脱
し
た
。

　
百
千
贈
の
下
降
に
つ
い
て
は
次
章
に
お
い
て
詳
述
す
る
）
、
又
、
そ
の
三
は
、
㈲
の
明

治
三
十
九
年
頃
で
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
五
六
年
遠
ぎ
か
っ
て
い
た
俳
句
に
『
草
枕
』
を
通

し
て
、
そ
れ
は
す
で
に
小
説
家
と
し
て
立
つ
覚
悟
か
ら
の
、
あ
る
種
の
趣
昧
的
な
ぐ
場

で
討
し
た
。
そ
し
て
そ
の
四
は
、
㈱
の
明
治
四
十
三
年
八
月
の
。
、
修
善
寺
温
泉
で
の
胃

液
傷
の
た
め
の
大
吐
血
以
降
で
あ
る
。

　
激
石
の
俳
句
は
そ
の
転
換
期
に
お
い
ブ
ヘ
常
に
激
浪
の
「
生
」
そ
の
も
の
と
深
く
関

わ
っ
て
お
り
、
そ
の
度
毎
に
俳
風
は
変
わ
っ
て
行
っ
た
。
以
上
の
よ
う
な
激
石
の
俳
句

年
譜
の
上
に
立
っ
て
、
次
に
そ
の
作
品
の
発
展
と
そ
の
変
貌
と
を
明
ら
か
に
し
て
み
た

い
。

三
　
漱
石
の
俳
句

　
漱
石
は
自
身
の
文
学
に
つ
い
て
「
僕
の
は
い
つ
で
も
自
分
の
心
理
現
象
の
解
剖
で
あ

り
ま
す
。
僕
に
は
そ
れ
が
一
番
強
い
説
明
で
す
ソ
犬
よ
三
年
一
目
ナ
三
日
　
畔
柳
都
人
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郎
宛
　
書
簡
）
と
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
は
北
垣
隆
一
氏
の
言
う
如
く
「
彼
が
ま
っ
た
く

心
の
人
で
あ
り
、
そ
の
文
学
は
心
の
文
学
、
す
な
わ
ち
心
理
的
私
小
説
づ
な
の
で
あ
る
。

漱
石
が
真
剣
に
俳
句
に
取
り
組
も
う
と
し
た
明
治
二
十
八
年
は
、
子
規
が
「
一
個
人
に

は
一
個
人
の
特
色
あ
り
、
一
時
代
に
は
一
時
代
の
特
色
あ
り
。
（
中
略
）
碧
梧
桐
の
特
色

と
す
べ
き
所
は
極
め
て
印
象
の
明
瞭
な
る
句
を
作
る
に
あ
り
。
（
中
略
）
印
象
の
明
瞭
な

る
句
を
作
ら
ん
と
欲
せ
ば
、
高
尚
な
る
理
想
と
茫
漠
た
る
大
観
と
を
避
け
、
成
る
べ
く

客
観
中
の
小
景
を
取
り
て
材
料
と
な
さ
ぎ
る
べ
か
ら
ざ
る

↓

と
主
張
す
る
客
観
写
生
中

心
の
俳
句
界
で
あ
っ
た
。

　
子
規
は
漱
石
の
句
に
つ
い
て
「
漱
石
は
明
治
二
十
八
年
始
め
て
俳
句
を
作
る
。
始
め

て
作
る
時
よ
り
既
に
意
匠
に
於
て
句
法
に
於
て
特
色
を
見
は
せ
り
。
其
意
匠
極
め
て
斬

新
な
る
者
、
奇
想
天
外
よ
り
来
り
し
者
多
し
。
（
中
略
）
漱
石
亦
滑
稽
思
想
を
有
す
。

　
（
中
略
）
又
漱
石
の
句
法
に
特
色
あ
り
。
或
は
漢
語
を
用
ゐ
、
或
は
俗
語
を
用
ゐ
或
は

奇
な
る
言
ひ
ま
は
し
を
為
す
。
（
中
略
）
然
れ
ど
も
真
面
目
な
る
も
の
は
何
処
迄
も
真
面

目
な
り

↓

と
評
し
て
は
い
る
も
の
の
そ
の
傾
向
は
子
規
の
本
心
に
叶
う
も
の
で
な
か
っ

た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
漱
石
に
と
っ
て
は
不
幸
と
し
か
言
い
よ
う
の
な
い
時
代

で
あ
っ
た
。
漱
石
も
又
、
そ
の
こ
と
は
十
分
承
知
し
て
お
り
、
「
小
生
の
写
実
に
拙
な

る
は
（
中
略
）
天
性
の
然
ら
し
む
る
所
」
（
前
章
圓
）
と
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
漱
石
は

　
「
偶
得
処
亦
皆
拙
悪
な
り
然
し
な
が
ら
習
慣
を
か
く
と
退
歩
の
憂
あ
り
故
に
送
る
」

　
（
前
章
圃
）
と
子
規
に
添
削
を
乞
い
、
更
に
「
俳
句
頓
と
も
の
に
な
ら
ず
嚢
底
と
共
に

彿
底
に
御
座
候
」
（
前
章
㈲
）
「
小
生
爾
来
俳
境
日
々
退
歩
昨
今
は
現
に
二
月
も
無
之
候
」

　
（
前
章
㈲
）
と
言
い
な
が
ら
も
、
子
規
に
欠
か
さ
ず
俳
句
を
送
り
つ
づ
け
て
い
る
。
し

か
も
そ
の
数
は
、
漱
石
の
他
の
時
期
に
比
し
て
異
常
と
も
思
え
る
程
の
多
作
な
の
で
あ

る
。
（
註
⑩
参
照
）

　
漱
石
が
そ
う
ま
で
し
て
作
句
を
し
た
そ
の
理
由
は
、
一
体
何
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。

　
和
田
氏
は
「
作
品
数
の
多
い
の
は
、
そ
れ
が
簡
便
に
作
れ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
主
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

原
因
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
」
と
、
『
草
枕
』
の
画
工
の
芸
所
論
を
作
者
胆
石

の
意
見
と
し
て
受
け
取
っ
て
お
り
、
諸
他
氏
は
「
彼
が
二
十
二
才
の
多
感
な
日
に
正
岡

子
規
と
漫
遊
し
て
い
る
こ
と
の
意
味
を
見
落
す
こ
と
は
出
米
な
い
。
更
に
彼
は
子
規
を

松
山
に
訪
ね
て
、
そ
こ
で
高
浜
虚
子
と
遭
会
を
し
て
い
る
。
し
か
も
こ
の
二
人
の
郷
土

松
山
に
赴
任
し
た

↓

こ
と
を
そ
の
主
た
る
理
由
と
し
て
上
げ
る
に
と
ど
め
、
両
氏
具
に

そ
れ
以
上
の
考
察
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
十
七
字
と
い
う
俳
句
形
式
が
他
の
ジ
ャ
ン
ル

よ
り
も
短
か
く
、
従
っ
て
そ
の
創
作
も
簡
便
で
あ
る
こ
と
は
否
定
出
未
な
い
。
又
、
子

規
・
唐
子
に
漫
遊
し
た
こ
と
が
、
胆
石
を
し
て
俳
句
に
近
づ
け
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
契
機
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
こ
の
時
期
の
厖
大

な
作
句
数
に
結
び
つ
く
と
は
思
え
な
い
。

　
そ
こ
に
は
も
っ
と
深
い
何
か
の
理
由
が
あ
る
に
違
い
な
い
。
私
は
そ
の
大
な
る
理
由

と
し
て
胆
石
の
松
山
落
ち
を
考
え
る
。
松
山
中
学
へ
赴
任
し
た
そ
の
こ
と
自
体
で
は
な

く
、
遠
く
松
山
に
ま
で
行
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
そ
の
胆
石
の
心
が
重
要
な
の
で
あ
る
。

　
明
治
二
十
四
年
「
急
に
俳
諧
が
作
り
た
く
な
リ
十
二
二
首
を
得
た
り
」
（
前
章
田
）
と

子
規
に
便
り
を
出
し
た
胆
石
の
そ
の
時
の
句
に
は
、
「
悼
亡
　
十
三
句
」
と
い
う
詞
書
が

あ
り

　
　
朝
貌
や
眠
た
許
り
の
命
哉
　
　
　
胆
　
石

　
　
君
逝
き
て
浮
世
に
花
は
な
か
り
け
り
　
　
　
　
同

の
よ
う
に
、
全
て
収
発
世
を
恋
い
、
そ
の
死
を
心
よ
り
悼
ん
だ
も
∩
で
あ
っ
た
。
こ
れ

ら
の
句
は
、
一
朝
の
花
で
あ
る
「
朝
貌
」
を
ニ
ナ
五
歳
で
早
世
し
た
嫂
の
は
か
な
い
命

に
当
て
、
容
姿
秀
麗
の
そ
の
美
し
さ
を
「
花
」
に
讐
え
る
と
い
う
月
拒
調
の
椎
拙
き
わ

ま
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
胆
石
は
そ
う
し
て
作
句
す
る
こ
と
に
よ
り
、
心
の
慰
み

を
自
ら
得
よ
う
と
俳
諧
を
志
向
し
た
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
即
ち
、
悲
し
み
を
抱
い
た
胆

石
は
、
そ
の
悲
し
み
と
共
に
俳
句
の
中
に
逃
げ
込
ん
だ
の
で
あ
る
。
そ
の
逃
避
が
、
今

ま
た
行
動
的
に
は
「
松
山
行
」
と
な
り
、
精
神
的
に
は
「
作
句
没
頭
」
と
な
っ
た
の
で

あ
る
。
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減
石
の
松
山
行
き
に
つ
い
て
は
的
章
に
て
詳
述
し
た
の
で
あ
る
が
、
小
坂
氏
の
言
う

　
「
大
塚
秘
結
八
乙
と
の
噂
も
実
際
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
し
、
更
に
そ
の
最
も
深
い
と

こ
ろ
に
は
、
江
藤
氏
の
言
う
「
嫂
登
世
」
を
恋
し
た
こ
と
の
、
そ
の
罪
の
意
識
か
ら
の

が
れ
る
た
め
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
、
そ
し
て
そ
の
時
期
は
千
谷
氏
の
指
摘
す
る

「
刑
期
」
に
も
当
た
る
の
で
あ
っ
た
。
「
罪
か
ら
の
が
れ
、
か
つ
自
己
回
復
へ
の
希
求
」

の
た
め
に
、
減
浪
は
都
を
遠
く
離
れ
て
俳
句
に
熱
中
し
た
の
で
あ
る
。
（
こ
の
不
義
の

恋
に
対
す
る
罪
の
意
識
は
、
後
に
激
浪
の
小
説
の
一
貫
し
た
テ
ー
マ
と
な
る
）

　
当
時
の
俳
句
が
「
高
尚
な
る
理
想
と
茫
漠
た
る
大
観
と
を
避
け
、
成
る
べ
く
客
観
」

的
な
も
の
を
要
求
し
て
い
た
こ
と
も
、
主
観
の
強
い
減
石
に
は
本
来
な
ら
不
幸
の
は
ず

な
の
だ
が
、
か
え
っ
て
今
は
祐
介
が
良
か
っ
た
。
俳
句
創
作
の
目
的
が
「
写
生
的
態
度

を
通
じ
て
、
暗
い
心
の
自
分
を
明
る
い
方
へ
向
か
わ
せ
る
た
め
で
も
あ
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
「
写
実
の
拙
な
る
は
」
フ
大
性
の
然
ら
し
む
る
所
」
と
知
り
な
が
ら
、
あ
え
て
子
規
に

教
え
を
乞
い
、
作
句
に
没
頭
し
た
理
由
が
そ
こ
に
あ
っ
た
。

　
そ
の
頃
の
作
句
の
中
で
（
正
岡
子
規
へ
送
り
た
る
句
稿
　
そ
の
二
　
十
月
）

　
　
吹
き
上
げ
て
塔
よ
り
高
き
落
葉
か
な
　
　
　
　
激
　
　
石

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
》
何
レ
ヲ
存
セ
ン

　
　
五
重
の
塔
吹
き
上
げ
ら
れ
て
落
葉
か
な
　
　
　
　
　
同

と
写
生
句
の
あ
り
方
を
研
究
的
に
問
う
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
忠
実
な
「
写
生
」
へ
の

傾
倒
の
中
で

　
　
汽
車
去
っ
て
稲
の
波
う
つ
畑
か
な
　
　
　
　
激
　
　
石

　
　
底
見
ゆ
る
一
枚
岩
や
秋
の
水
　
　
　
　
同

等
の
純
写
生
句
を
生
む
に
到
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
や
が
て
霧
が
晴
れ
て
ゆ
く
よ

う
に
、
段
々
に
営
病
か
ら
脱
出
し
は
じ
め
る
や
、
激
石
の
「
天
性
」
の
主
観
の
強
さ
が

頭
を
も
た
げ
、
そ
し
て
い
つ
よ
り
か
客
観
に
よ
っ
て
成
さ
れ
る
俳
句
に
は
満
足
出
来
な

い
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
（
前
章
圃
㈲
㈲
）

叩
か
れ
て
任
の
蚊
を
吐
く
木
魚
哉

董
程
な
小
さ
き
人
に
生
れ
た
し

同漱

　石

　
　
木
瓜
咲
く
や
漱
石
拙
を
守
る
べ
く
　
　
　
　
一
凹

　
　
凩
の
ま
が
り
く
ね
っ
て
響
き
け
り
　
　
　
　
同

の
よ
う
な
句
は
す
で
に
客
観
写
生
の
枠
外
に
あ
り
、
完
遂
の
子
規
詐
の
如
く
、
知
識
人

と
し
て
の
漱
石
の
意
匠
よ
り
成
る
諧
謔
精
神
の
濃
厚
な
句
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の

作
句
も
「
子
規
へ
送
り
た
る
句
稿
」
第
三
‐
1
.
五
回
　
明
治
三
ト
二
年
Ｉ
川
　
か
以
て
中

止
さ
れ
、
翌
三
ト
三
年
に
は
英
国
留
学
と
い
う
こ
と
も
浪
Λ
�
っ
て
中
断
し
て
し
ま
う
の

で
あ
る
。
も
は
や
十
七
宝
の
詩
形
に
は
漱
石
の
思
想
を
盛
る
’
一
と
が
不
可
能
と
と
っ
て

米
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
頃
は
子
規
も
「
歌
よ
み
に
ソ
ふ
る
書
Ｌ
を
も
っ
て
す
で

に
短
歌
革
新
の
野
望
を
燃
や
し
て
、
俳
句
よ
り
も
む
し
ろ
組
歌
に
力
を
入
れ
て
い
た
の

で
あ
っ
た
。

　
子
規
は
漱
石
の
留
掌
中
の
明
治
三
十
五
年
十
一
月
十
几
日
に
死
去
し
た
。
漱
バ
‥
は
英

国
に
て
そ
の
訃
報
を
十
二
月
に
聞
く
が
、
「
子
規
追
悼
の
句
何
か
と
案
じ
煩
ひ
候
へ
ど

も
、
か
く
筒
袖
姿
に
て
ビ
ス
テ
キ
の
み
食
ひ
居
候
者
に
は
容
易
に
俳
想
な
る
も
の
出
現

仕
ら
ず
、
昨
夜
ス
ト
ー
ヴ
の
傍
に
て
左
の
駄
句
を
得
申
候
。
得
た
る
と
申
す
よ
り
は
寧

ろ
無
理
や
り
に
得
さ
し
め
た
る
次
第
」
（
明
治
三
ナ
五
年
十
二
月
一
日
　
高
浜
唐
子
宮

書
簡
）
の
よ
う
に
、
俳
句
へ
の
興
味
は
覚
め
て
し
ま
っ
て
い
た
。

　
　
「
天
下
に
何
加
薬
に
な
る
と
云
ふ
て
己
を
忘
る
る
よ
り
鷹
揚
な
る
事
な
し
。
無
我
の

境
よ
り
歓
喜
な
し
。
カ
ノ
芸
術
の
作
品
の
尚
き
は
一
瞬
の
間
な
り
と
も
恍
惚
と
し
て
一
」

れ
を
遺
失
し
て
、
自
他
の
区
別
を
忘
れ
し
む
る
加
故
な
り
。
是
ト
二
ツ
ク
な
り
。
此
ト

ニ
ッ
ク
な
く
し
て
二
十
世
紀
に
存
在
せ
ん
と
す
れ
ば
人
は
必
ず
探
偵
的
と
な
り
泥
棒
的

と
な
る
。
恐
る
べ
し
」
（
明
治
三
十
八
・
九
年
　
『
断
片
』
）
と
漱
石
は
書
い
て
い
る
。

こ
の
断
片
は
明
ら
か
に
『
草
枕
』
の
モ
チ
ー
フ
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
周
知
の
通
り

　
『
草
枕
』
は
漱
石
の
芸
術
宣
言
で
あ
る
。
脱
俗
超
凡
の
境
地
、
そ
れ
を
美
を
生
命
と
す

る
「
俳
句
的
小
説
つ
と
称
し
て
書
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
そ
の
頃
の
漱
れ
の
俳

句
に
は
、
例
え
ば
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の
よ
う
な
（
こ
の
句
は
蕪
村
の
「
公
達
に
狐
ば
け
た
り
百
の
春
」
に
膜
し
た
も
の
で
あ

る
づ
一
日
わ
ば
趣
味
的
・
即
眺
ハ
的
・
有
閑
的
な
作
句
態
度
が
濃
く
現
わ
れ
て
く
る
。

　
そ
の
前
後
の
漱
石
は
、
「
小
生
は
教
師
な
れ
ど
教
師
と
し
て
成
功
す
る
よ
り
は
ヘ
ボ

文
学
者
と
し
て
世
に
立
つ
ぢ
が
性
に
八
‥
ふ
か
と
存
候
に
つ
き
是
か
ら
は
此
方
面
に
て
一

奮
発
仕
る
積
に
候
」
（
明
治
三
十
八
年
屁
月
坑
口
　
村
上
半
太
郎
宛
　
書
簡
）
と
言
う

か
と
思
え
ば
、
「
僕
は
小
説
家
程
い
や
々
家
業
は
あ
る
ま
い
と
思
ふ
」
（
明
治
三
に
Ｉ
ハ
午

十
二
月
九
日
　
野
村
伝
四
宛
　
耗
‥
簡
、
と
あ
り
、
小
説
家
と
し
て
包
つ
こ
と
を
願
い
つ

つ
も
未
だ
迷
い
を
持
っ
て
い
た
。
し
か
し
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
『
坊
ち
ゃ
ん
』
の
好

評
に
よ
り
一
気
に
作
家
へ
の
意
志
全
囚
め
つ
つ
、
『
草
枕
』
に
お
い
て
は
っ
き
り
と
白
身

の
小
説
家
と
し
て
の
位
置
白
得
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
。
俳
句
的
小
説
レ
実
際
に

俳
句
も
十
七
句
神
人
ヽ
｝
な
る
『
吟
枕
』
自
体
が
、
ノ
こ
ん
な
世
緊
に
伴
ん
で
貪
面
目
に
苦

し
い
思
ひ
を
し
て
暮
す
の
は
馬
鹿
気
て
ゐ
る
、
鎚
面
目
に
な
り
得
る
た
め
に
は
他
人
が

あ
ま
り
滑
構
的
で
あ
る
」
（
明
尽
ニ
ト
ー
几
年
ト
月
二
十
目
　
皆
川
土
砂
宛
　
占
陥
ヅ
に
分

か
る
よ
う
に
、
現
実
社
会
か
ら
の
逃
避
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
主
体
を
小
説
に
置
き
得
た
漱
行
は
、
翌
年
の
明
治
四
竹
年
、
全
て
の
教
職

を
辞
し
て
朝
日
新
聞
社
社
‥
貝
と
な
ン
ド
そ
の
年
、
人
柱
第
一
作
と
し
て
『
漱
美
人
草
』

を
書
い
た
。
そ
の
主
観
的
な
る
作
家
生
活
は
反
動
と
し
て
、
或
い
は
心
の
憩
の
場
と
し

て
、
漱
右
に
再
び
俳
句
に
近
づ
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
作
風
は

　
　
底
の
行
動
い
て
見
ゆ
る
清
水
か
な
　
　
　
　
漱
　
　
、
石

　
　
押
し
分
く
る
芒
の
ヒ
や
秋
の
空
　
　
　
　
同

の
よ
う
に
、
余
裕
の
あ
る
。
乍
明
な
句
柄
を
示
し
は
じ
め
て
い
る
。

　
　
「
風
流
の
友
に
逢
ひ
た
し
、
人
生
だ
の
芸
術
だ
の
何
の
か
の
と
い
よ
も
の
に
は
逢
ひ

た
く
な
し
」
（
明
治
四
ト
三
年
十
月
一
こ
ト
ー
日
　
－
日
記
言
と
、
漱
有
は
そ
の
年
の
八

月
二
十
四
目
白
修
養
与
温
泉
で
の
犬
吐
血
後
の
日
記
に
こ
う
書
い
て
い
る
。
北
垣
隆
一

と
い
う
句
加
あ
る
。
こ
の
彷
に
つ
い
て
漱
石
は
『
思
い
出
す
参
な
ど
』
の
中
で
、
「
是
は

生
き
返
っ
て
か
ら
約
十
ロ
許
り
し
ス
小
図
出
来
た
句
で
あ
る
。
澄
み
渡
る
秋
の
空
、
広

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｘ
ｌ
ｘ
　
ｌ
一
　
Ｉ
　
Ｘ
一
ｘ
　
ｌ
ｘ
Ｘ
　
Ｘ
Ｘ
Ｘ
４
　
Ｓ
Ｘ
　
Ｘ
ゝ

き
圧
、
遠
く
よ
り
す
る
杭
の
響
、
此
三
つ
の
事
相
に
相
応
し
た
や
う
な
情
調
が
常
時
絶

Ｘ
Ｉ
％
％
　
Ｉ
Ｉ
　
Ｉ
１
４
１
　
％
４
　
１
一
Ｉ
Ｘ

え
ず
わ
が
徴
か
な
る
頭
の
中
を
粗
来
し
か
こ
と
は
未
だ
に
覚
え
て
ゐ
る
」
と
い
い
、
寺

田
寅
日
子
氏
は
「
此
句
が
本
宮
の
知
床
に
よ
っ
て
出
来
た
参
加
明
ら
か
で
あ
る
。
生
死

の
境
を
通
り
越
し
た
後
の
名
状
の
出
来
な
い
透
明
な
静
寂
な
心
地
が
此
『
秋
の
江
』
で

あ
る
か
と
思
よ

↓

と
言
う
。
（
傍
占
　
筆
者
）
。

　
こ
の
　
‐
1
不
図
」
と
い
う
一
語
、
「
神
来
」
な
る
フ
語
、
そ
し
て
「
此
三
つ
の
事
相
に

相
応
し
た
や
う
な
情
調
」
加
「
頭
の
中
を
粗
末
し
た
」
と
い
う
の
は
、
言
葉
を
変
え
れ

ば
、
漱
石
の
所
謂
「
則
天
去
私
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
は

あ
た
か
も
「
そ
の
つ
も
り
で
書
い
た
も
の
で
は
な
い
『
硝
子
戸
の
中
』
で
無
意
識
的
に

既
の
則
天
去
私
の
芸
術
的
境
地
に
入
る
こ
と
加
出
来
た

↓

よ
う
に
。
人
生
も
芸
術
も
小

説
も
、
全
て
煩
わ
し
い
も
の
と
し
て
取
り
除
か
れ
た
漱
石
の
心
に
ふ
と
浮
か
び
上
が
っ
て

床
か
こ
一
の
。
』
句
’
一
そ
、
曾
て
宿
八
四
的
な
「
罪
」
か
ら
の
が
れ
、
新
し
い
「
生
」
を
得
る

た
め
に
▽
心
に
子
規
に
学
ん
だ
「
高
尚
な
る
理
想
を
避
け
た
」
句
で
あ
り
、
自
然
に
、

全
く
自
然
の
う
ち
に
「
不
図
」
生
ま
れ
出
た
句
な
の
で
あ
る
。

　
「
私
は
今
週
に
人
う
っ
と
心
掛
け
て
ゐ
ま
す
。
た
と
ひ
漠
然
た
る
言
葉
に
も
せ
よ
、

週
に
入
ら
う
と
心
掛
け
る
も
の
は
冷
淡
ご
は
あ
り
ま
せ
ん
。
冷
淡
で
週
に
入
れ
る
も
の

は
あ
り
ま
せ
ん
」
（
犬
疋
二
年
い
月
在
日
　
和
辻
哲
郎
宛
　
書
簡
）
や
「
自
分
の
今
の
考
、

無
我
に
な
る
べ
き
覚
悟
を
話
す
」
（
大
正
四
年
三
月
二
十
一
日
　
『
日
記
』
）
に
現
わ
れ

た
漱
石
の
「
則
天
去
私
」
な
る
ぶ
向
も
、
こ
の
よ
う
に
意
識
的
に
言
葉
と
な
っ
た
時
に

は
「
こ
れ
ま
で
『
則
天
去
私
』
は
幼
少
の
頃
か
ら
漱
石
の
心
が
求
め
つ
づ
け
た
か
く
れ

家
の
象
徴
で
あ
っ
た
、
現
実
逃
避
的
な
傾
斜
は
、
作
家
の
生
涯
を
通
じ
て
の
低
音
節
を
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言

な
し
て
い
」
た
む
の
が
、
は
乙
き
り
と
表
面
に
露
見
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
皮
肉
に

も
真
の
則
天
去
私
の
芸
術
的
境
地
か
ら
離
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
頃
か
ら
の
漱
石
の
俳
句
に
は
、
画
賛
や
詞
書
の
あ
る
句
が
急
増
す
い
が
、
そ
れ

ら
の
中
に
も
、
「
大
正
五
年
九
月
二
日
　
芥
川
龍
之
介
宛
手
紙
よ
り
」

　
　
秋
立
つ
や
一
巻
の
書
の
読
み
残
し
　
　
　
　
漱
　
　
石

と
い
う
よ
う
な
、
一
つ
の
山
を
越
え
た
平
明
な
る
写
生
俳
句
が
多
く
見
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
（
勿
論
、
漱
石
一
流
の
諧
謔
的
な
句
や
故
事
趣
味
、
漢
詩
調
の
句
が
全
く
姿
を
消
し

た
わ
け
で
は
な
い
が
）
。

　
こ
こ
に
そ
の
漱
石
の
俳
句
志
向
を
通
覧
す
る
と
、
「
嫂
の
死
の
悲
し
み
か
ら
の
逃
避
」
、

　
「
そ
の
嫂
に
対
す
る
不
義
な
恋
の
、
そ
の
罪
の
意
識
か
ら
の
逃
避
」
、
更
に
「
あ
ま
り
に

も
煩
わ
し
い
現
実
社
会
か
ら
の
逃
避
」
、
そ
し
て
最
後
に
は
大
患
後
の
身
心
を
大
自
然
に

ま
か
せ
た
「
人
生
そ
の
も
の
の
逃
避
」
を
そ
の
屈
折
点
と
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ

る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
漱
石
に
と
っ
て
俳
句
と
は
ま
さ
に
そ
の
重
く
る
し
い
「
生
」

か
ら
の
逃
避
の
場
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
結
果
と
し
て
、
つ
い
に
、
曾
て
の
子

規
の
写
生
論
よ
り
も
む
し
ろ
深
い
境
地
に
お
い
て
、
漱
石
独
自
の
あ
り
様
を
以
て
再
び

　
「
子
規
」
の
「
写
生
俳
句
の
世
界
」
へ
帰
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

注
①
　
昭
和
四
十
二
年
版
　
岩
波
『
漱
石
全
集
』
第
十
二
巻
　
（
以
下
特
に
示
さ
な

　
　
い
限
り
引
用
は
す
べ
て
同
書
に
よ
る
）

注
②
　
蓮
池
正
紀
『
漱
石
の
俳
句
』
「
草
枕
私
論
」
（
も
ぐ
ら
書
房
　
昭
和
四
十
八

　
　
年
刊
）
5
6
ｐ

注
③
　
和
田
利
男
「
漱
石
の
詩
と
俳
句
」
（
め
く
る
ま
ｉ
る
杜
　
昭
和
四
十
九
年
刊
）

注
④
　
「
正
岡
子
規
へ
送
り
た
る
句
稿
　
そ
の
一
一
十
八
　
一
月
六
日
」
の
句
稿
中
、

　
　
明
ら
か
に
明
治
三
十
年
の
作
と
思
わ
れ
る
も
の
　
十
六
句

　
　
行
く
年
や
描
う
づ
く
ま
る
膝
の
上
　
焚
か
ん
と
す
枯
葉
に
ま
じ
る
前
栽

　
　
切
口
の
白
き
芭
蕉
に
水
り
つ
く
　
家
を
出
て
師
走
の
雨
に
合
羽
哉

　
　
何
を
つ
つ
き
鴉
あ
つ
ま
る
冬
の
畠
　
降
り
や
ん
で
蜜
柑
ま
だ
ら
に
雪
の
肝

　
　
此
炭
の
聯
つ
べ
き
世
を
い
ぶ
る
か
な
　
か
ん
て
ら
や
師
走
の
宿
に
様
つ
か
れ
ず

　
　
温
泉
の
門
に
師
走
の
熟
柿
か
な
　
温
泉
の
山
や
蜜
柑
の
山
の
南
側

　
　
海
近
し
扉
鴨
を
う
ち
し
筒
の
音
　
天
草
の
後
ろ
に
寒
き
入
日
か
な

　
　
日
に
映
ず
は
う
け
し
薄
枯
な
が
ら
　
旅
に
し
て
申
謬
な
く
暮
る
ゝ
年

　
　
凩
の
沖
へ
と
あ
る
ゝ
筑
紫
潟
　
う
き
除
夜
を
壁
に
向
へ
ば
影
法
師

注
⑤
　
小
坂
晋
『
あ
る
相
聞
歌
－
漱
石
と
大
塚
楠
緒
子
－
』
「
文
学
」
第
四
十
巻
第

　
　
七
号
（
昭
和
四
十
七
年
七
月
号
）
6
4
ｐ

注
⑥
　
漱
石
の
恋
愛
に
つ
い
て
は
、
そ
の
相
手
を
　
圀
嫂
の
登
世
と
す
る
説
＝
江
藤

　
　
原
「
夏
目
漱
石
」
（
新
潮
杜
　
昭
和
四
十
九
年
刊
）
　
中
山
和
子
「
『
渫
虚
集
』

　
　
に
お
け
る
漱
石
の
原
体
験
」
（
「
文
学
」
第
四
十
巻
第
七
号
）
　
㈲
お
妄
さ
ん

　
　
又
は
料
理
屋
か
待
合
の
娘
で
パ
ト
ロ
ン
を
待
っ
て
い
る
女
と
す
る
説
＝
宮
井
一

　
　
郎
「
夏
目
漱
石
の
恋
出
」
（
「
文
学
」
第
四
十
巻
第
七
号
）
尚
、
こ
の
中
で
江

　
　
藤
原
氏
の
説
に
、
本
橋
は
示
唆
さ
れ
た
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

注
⑦
　
江
藤
原
「
漱
石
と
そ
の
時
代
－
第
一
部
」
（
新
潮
杜
　
昭
和
四
十
五
年
刊
）

　
　
2
6
1
ｐ

注
⑧
　
千
谷
七
郎
「
漱
石
の
病
跡
」
（
勘
草
書
房
　
昭
和
三
十
八
年
刊
）
2
7
ｐ

注
⑨
　
佐
々
木
雅
発
『
編
年
史
・
夏
目
漱
石
』
「
国
文
学
」
第
十
六
巻
十
二
号
　
昭

　
　
和
四
十
六
年
九
月
号
　
1
5
6
ｐ
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洗
顔
　
「
子
規
に
送
り
た
る
句
稿
」
の
詳
細
は
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

年
切数

月
句数

句

数

句
稿番

月

日
年

406

32 32 一 一 ９月23日

明

治

－一

十

八

年

88
46

¶ - ｊ

一 一
10

42
一

-･－
一一

10 ・ 末

184

ら0 四 １１・３

18 斤
１１・ ３

47
　１．

ノＸ 11 ・ 13

69 七 11・22

102
41 八 12 ・ 14

61 九 12 ・ 18

460

60
40 十 1 ・28

明

治

一一

ト

九

年

20
引“
- 1 ・29

169

102
吋一

一一一 ３・５

27

－ ト

＝ 一

＝ －- 一 一 ３

40
-ヤ
に９ 3 ・24

40 40
ル
フ£ ７・８

30 30
－ｌ－

六 ８

40 40
ル
ーヒ 9 ・25

31
16

寸‘

ノ父 10

15
七

ｊＬ 10

28 28
一一
⊂⊃ 11

62 62
一
一

一 12

233

22 22

一

一

一

一 １

明

治

--一
一
十

年

40 40
－⌒
一

一
一 ２

51 5!
㎜㎜〃
ryM ４・８

61 61
　一　一

三丘 5 ・28

39 39
＝－一

ﾉｙ 10

20 20
一
一

一七

12

90

30 30

㎜ ㎜ ●

一

八

１・６ 明

治

-－一
㎜㎜●
十

一

年

20 20
　－

-一一

ｊＬ ５

20 20

一

- 一 一－ ． ・

こ

9 ・28

20 20
一

一

一 10 ・ 16

261

75 75

一
一

　 一 一

- . － き １ 明

治

一
一-

　|･

一
一年

105 105

一

一 一

＝ －
＝ －

一 ２

52 52

一
一一－．・

Ｆ４ ９・５

29 2り
＝Ｊ
二こ

皿 10 ・ 17

1450 計

住
⑨
　
前
江
⑧
の
漱
石
年
譜
　
2
2
6
ｐ

住
⑩
　
北
垣
隆
一
「
改
稿
漱
石
の
精
神
分
析
」
　
（
北
沢
書
店
　
昭
和
四
ト
三
年
刊
）

江
⑩
　
正
岡
１
規
「
明
治
二
十
元
年
の
俳
句
界
」
（
改
造
礼
服
「
子
規
全
集
」
第
四

　
　
巻
拐
ｐ

住
⑩
　
前
住
谷
の
4
6
0
ｐ

住
谷
　
前
住
③
の
８
ｐ

住
㈲
）
前
住
②
の
5
9
ｐ

住
谷
　
「
余
が
『
草
枕
』
」
（
談
話
）
の
中
で
漱
有
自
ら
こ
う
言
っ
て
い
る
。

庄
谷
　
寺
田
寅
彦
・
松
恨
豊
次
郎
・
小
宮
豊
隆
「
漱
有
俳
句
研
究
」
（
岩
波
書
店

　
　
大
正
玉
岡
年
刊
）
3
1
8
ｐ

住
○
　
前
住
谷
の
3
2
9
ｐ

江
⑩
　
前
江
府
の
謳
ｐ

庄
⑤

注
⑤

江
藤
淳
「
決
定
版
夏
目
漱
石
」
（
新
潮
杜
　
昭
和
四
十
九
年
刊
）
1
5
ｐ

明
治
四
十
三
年
以
降
三
百
八
十
二
句
中
、
九
十
句
含
ま
れ
て
い
る
。
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