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ぐ

鶏
頭
の
十
四
五
本
も
あ
り
ぬ
べ
し

朝
顔
の
双
葉
の
ど
こ
か
濡
れ
ゐ
た
る

子
規

素
十

　
一
般
に
こ
の
二
句
は
二
人
の
代
表
作
と
さ
れ
て
。
い
る
。
子
規
を
語
り
素
十
を

語
る
時
に
は
、
必
ず
引
き
あ
い
に
出
さ
れ
る
句
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く

こ
の
二
句
は
典
型
的
な
写
生
俳
句
と
呼
ぱ
れ
て
い
る
句
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ

の
評
価
は
評
者
に
よ
り
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。
か
、
俳
句
と
し
て
の
価
値
の
評
価

は
と
も
あ
れ
、
こ
の
二
句
を
除
い
て
二
人
に
関
し
て
述
べ
る
こ
と
は
出
来
な
い

　
今
、
二
句
に
対
す
る
批
評
の
一
例
を
上
げ
る
と
、

鶏
頭
の
十
四
五
本
も
あ
り
ぬ
べ
し
　
　
子
規

　
　
山
本
健
吉
は
、
「
こ
こ
に
は
的
確
な
鶏
頭
の
把
握
が
あ
る
。
こ
の
句
を
支
え

　
て
い
る
も
の
は
、
純
真
無
垢
の
心
の
状
態
が
つ
か
み
取
っ
た
一
小
宇
宙
の
明
瞭

　
な
認
識
」
で
あ
っ
て
、
「
鶏
頭
の
無
骨
さ
、
平
凡
さ
、
ぶ
ざ
ま
さ
こ
そ
鶏
頭
の
宿

’
命
に
ほ
か
な
ら
ぬ
と
い
う
発
見
で
あ
る
」
「
だ
か
ら
こ
の
作
品
の
レ
ア
リ
テ
イ

　
を
支
え
る
も
の
は
、
外
界
で
は
な
く
、
外
界
に
触
れ
て
発
す
る
作
者
の
側
の
み

　
見
の
驚
異
で
あ
り
、
も
の
の
根
源
ま
で
見
逃
す
作
者
の
心
眼
」
で
あ
る
。
「
病

　
床
の
子
規
の
眼
が
爛
々
と
真
赤
に
燃
え
立
つ
。
た
ぐ
い
な
く
鮮
や
か
な
心
象
風

　
景
と
な
っ
て
一
句
に
結
晶
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
評
し
、
「
こ
の
よ
う
な
句
か

ﾋ暗

っ
た
ら
、
子
規
の
俳
句
作
者
と
し
て
の
面
目
は
な
か
っ
た
と
言
っ
て
も
よ

と
断
じ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
子
規
の
愛
弟
子
で
あ
る
虎
子
も
碧
梧
桐
も
、
こ
の
句
を
佳
句
と
認

　
　
　
　
註
②

め
な
か
っ
た
。

　
　
朝
顔
の
双
葉
の
ど
こ
か
濡
れ
ゐ
た
る
　
素
十

　
高
浜
虎
子
は
「
朝
顔
の
双
葉
を
描
い
て
生
命
を
伝
え
得
た
も
の
は
、
宇
宙
の

全
生
命
を
伝
え
得
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
鐘
の
｛
局
部
を
叩
い
て
其
全
体

の
響
を
伝
え
得
る
と
｛
般
で
あ
る
｝
と
こ
の
句
の
価
値
を
認
め
、
「
俳
句
と
い

う
も
の
は
そ
う
い
う
所
を
目
的
に
し
て
進
む
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
」
と
推
称

し
て
い
る
。
が
、
水
原
秋
桜
子
は
こ
の
よ
う
な
句
の
傾
向
を
否
定
し
て
「
ホ
ト

ト
ギ
ス
」
を
去
っ
た
の
で
あ
る
。

　
私
は
こ
の
「
鶏
頭
」
の
句
に
「
一
小
宇
宙
の
明
瞭
な
認
識
」
を
感
じ
る
と
共

に
、
「
朝
顔
」
の
句
に
も
又
そ
れ
を
感
じ
、
「
朝
顔
」
の
句
に
「
生
命
」
を
覚

え
る
と
同
じ
よ
う
に
、
「
鶏
頭
」
の
句
に
も
「
生
命
」
を
覚
え
る
の
で
あ
る
。

太
く
た
く
ま
し
い
鶏
頭
の
群
立
と
、
小
さ
く
み
ず
み
ず
し
い
朝
顔
の
双
葉
と
、

そ
の
対
象
の
違
い
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
捕
え
に
か
か
る
両
者
の
心
の
あ

り
よ
う
に
は
、
極
め
て
近
い
も
の
か
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
に
倚
、
い

ず
れ
も
鮮
明
な
る
心
象
風
景
で
あ
り
、
鶏
頭
以
外
の
物
象
、
朝
顔
の
双
葉
以
外

の
物
象
を
完
全
に
抹
殺
し
、
も
の
の
実
体
を
、
あ
る
い
は
も
の
の
本
意
を
捕
え

た
写
生
俳
句
と
し
て
同
型
の
も
の
と
言
っ
て
さ
し
つ
か
え
な
い
と
思
う
。

　
そ
こ
で
こ
の
小
論
で
は
、
「
写
生
」
と
い
う
面
に
焦
点
を
当
て
て
、
子
規
と

素
十
の
関
連
性
を
考
察
し
て
み
た
い
。
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近
代
の
俳
句
を
論
ず
る
時
、
子
規
の
革
新
を
ま
ず
論
ぜ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ

　
し
て
、
子
規
の
俳
句
革
新
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
、
そ
の
写
生
誕
を
明
ら
か
に

　
せ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　
　
し
か
し
、
子
規
の
写
生
誕
を
理
解
し
述
べ
る
の
は
一
見
容
易
に
み
え
て
、
実

、
は
非
常
に
困
難
な
仕
事
な
の
で
あ
る
・
そ
れ
は
ヽ
子
規
の
写
生
誕
が
一
木
に
Ｅ

　
っ
た
も
め
で
な
く
、
「
掘
祭
書
屋
俳
話
」
　
（
明
治
二
十
五
年
）
あ
た
り
か
ら
、

　
晩
年
の
「
病
床
六
尺
」
　
（
明
治
三
十
五
年
）
に
至
る
ま
で
の
約
十
一
年
間
の
多

　
く
の
文
章
に
散
在
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
そ
こ
で
、
子
規
の
写
生
誕
か
ど
う
展
開
し
た
か
を
知
る
方
法
と
し
て
、
私
は

　
「
子
規
全
集
」
を
通
覧
し
、
年
代
順
に
整
理
す
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。

　
　
「
子
規
全
集
」
第
一
巻
（
寒
山
落
木
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
最
初
の
句
は
、

　
明
治
十
八
年
の

　
　
　
梅
の
さ
く
門
は
茶
屋
な
り
よ
き
や
す
み

　
に
は
じ
ま
る
七
句
で
あ
る
ｙ
ｙ
文
献
に
見
え
る
子
規
の
最
初
の
俳
句
は
、
在

　
京
の
子
規
か
明
治
十
八
年
一
月
八
日
付
の
書
翰
に
付
記
し
た

　
　
　
雪
ふ
り
や
棟
の
白
描
声
ば
か
り

　
で
あ
る
。
雪
が
降
っ
て
い
る
。
あ
た
り
一
面
が
雪
で
白
い
世
界
に
な
っ
て
い
る
。

　
雪
の
積
っ
た
棟
に
白
描
が
居
て
鳴
く
が
、
雪
の
白
さ
の
た
め
に
姿
か
は
っ
き
り

　
区
別
出
来
ず
、
そ
の
鳴
き
声
ば
か
り
が
聞
こ
え
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
発

　
想
の
性
格
は
、
頭
の
中
で
の
理
詰
め
の
発
想
で
あ
り
、
月
並
の
代
表
的
な
型
と

　
い
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。

　
　
又
、
子
規
が
俳
句
の
師
と
し
た
の
は
、
「
余
が
俳
諧
の
師
は
実
に
先
生
を
以

て
は
じ
め
と
す
。
而
し
て
今
に
至
る
ま
で
未
だ
他
の
師
を
得
ず
」
　
（
「
筆
ま
か

せ
」
『
大
原
其
戎
先
生
の
手
書
写
し
』
）
と
あ
り
、
松
山
で
「
明
栄
社
」
と
い

う
吟
社
を
主
宰
し
て
い
た
大
原
其
戎
で
あ
る
。

一
律
（
現
在
松
山
市
に
編
入
）
の
人
で
あ
り
、
若
き
臼
に
京
都
で
梅

、
宗
匠
の
号
を
賜
わ
っ
て
斯
道
を
松
山
に
ひ
ろ
め
た
。
こ
の
傾
向

は
梅
室
を
宗
と
す
る
其
戎
の
月
並
的
俳
風
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
其
戎
と
の
出

合
い
は
明
治
二
十
年
の
夏
の
こ
と
で
、
勝
田
主
計
の
紹
介
で
あ
・
っ
た
。
明
治
十

九
年
は
子
規
か
哲
学
に
惹
か
れ
た
年
で
、
俳
句
に
あ
ま
り
打
ち
こ
ん
だ
よ
う
す

か
な
く
、
「
子
規
全
集
」
に
も

　
　
　
一
重
づ
つ
一
重
づ
つ
散
れ
八
重
桜

の
一
句
だ
け
し
か
採
録
さ
れ
て
い
な
い
。
と
す
る
と
、
子
規
の
最
初
の
一
句
及

び
最
初
の
師
を
考
え
る
時
、
子
規
の
俳
句
の
世
界
へ
の
門
出
は
、
後
に
子
規
が

俳
句
革
新
の
前
提
と
し
た
「
月
並
脱
出
」
の
そ
の
最
も
い
と
う
べ
き
月
並
の
中

に
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
月
並
俳
句
か
ら
の
脱
出
の
過
程
が
、
子
規
の
革
新
の
過
程
で
あ
り
、
写

生
誕
の
展
開
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
子
規
の
写
生
に
関
す
る
文
を
文
献
か
ら
拾

い
つ
つ
年
次
順
に
列
記
し
て
み
る
。

明
治
十
六
、
七
年
頃

　
―
写
実
的
無
理
想
の
趣
味
を
解
し
て
い
な
か
っ
た
（
「
俳
句
の
初
歩
」
回
想
）

明
治
二
十
三
年

　
こ
天
地
に
臨
ん
で
作
る
に
は
題
は
必
要
で
は
な
い
　
　
（
碧
梧
桐
宛
書
簡
）

明
治
二
十
四
年

　
？
少
し
実
景
を
写
し
出
そ
う
と
企
て
た
が
成
功
せ
ず
（
明
治
二
十
九
年
回
想

一２一



　
　
＝
松
井
利
彦
「
正
岡
子
規
」
八
一
ペ
ー
ジ
）

明
治
二
十
五
年

　
・
こ
の
頃
は
天
然
物
を
客
観
的
に
写
す
（
「
我
が
俳
句
」
）

　
ｏ
実
景
を
俳
句
に
す
る
味
を
悟
っ
た
（
「
頻
祭
書
屋
句
帳
抄
上
巻
を
出
版
す

　
　
る
に
就
き
て
思
ひ
つ
き
た
る
所
を
い
ふ
」
）

　
―
冬
の
始
に
鳴
雪
翁
と
高
尾
の
紅
葉
見
に
行
っ
た
時
は
、
天
然
の
景
色
を
詠

　
　
み
込
む
事
か
梢
々
自
在
に
な
っ
た
（
同
前
）

明
治
二
十
六
年

　
ｏ
実
景
な
ら
何
で
も
句
に
な
る
と
思
っ
た
の
は
間
違
い
で
あ
っ
た
（
同
前
）

　
昌
己
蕉
は
一
生
の
半
を
旅
中
に
送
り
た
れ
ば
、
其
の
俳
句
亦
新
修
の
実
況
を

　
　
写
し
て
一
語
三
嘆
せ
し
む
る
者
あ
り
（
芭
蕉
雑
談
）

　
ｏ
俳
諧
の
教
訓
的
な
ゆ
き
方
を
否
定
、
叙
事
と
共
に
叙
景
を
重
ん
ず
る
（
同

　
　
前
）

明
治
二
十
七
年
　
い

　
ｏ
天
然
を
写
す
の
も
ま
た
文
学
の
範
囲
（
「
文
学
漫
言
」
）

　
ｏ
、
写
生
的
の
妙
味
は
此
時
に
始
め
て
分
る
（
同
前
）

　
・
上
野
停
車
場
を
写
生
し
た
る
に
（
註
・
・
印
倉
田
）

　
　
　
「
八
月
や
松
島
へ
行
く
人
問
は
ん
」
　
（
「
寒
山
落
木
」
）

明
治
二
十
八
年

〃

こ
俳
句
を
も
の
す
＆
に
空
想
に
倚
る
と
写
実
に
倚
る
と
の
二
種
あ
り
。
写
実

　
の
目
的
を
以
て
天
然
の
風
光
を
探
る
こ
と
最
も
俳
句
に
適
せ
り
（
「
俳
諧

　
大
要
」
）

こ
エ
観
的
と
は
心
中
の
状
況
を
詠
じ
、
客
観
的
と
は
心
象
に
写
り
来
し
客
観

　
的
の
事
物
を
其
優
に
詠
ず
る
な
り
（
同
前
）

　
゜
洋
画
の
長
所
は
写
生
に
あ
り
、
写
生
に
供
す
べ
き
材
料
は
無
限
な
り
（
「

　
　
棒
三
昧
」
）

　
こ
巴
蕉
の
俳
諧
を
興
す
や
力
め
て
実
景
実
情
を
叙
し
敢
て
架
空
の
理
想
に
趨

　
　
る
を
許
さ
ず
（
「
俳
諧
と
武
事
」
）

明
治
二
十
九
年

　
・
俳
句
の
作
法
と
し
て
写
生
を
明
示
し
た
（
高
浜
虚
子
「
俳
句
入
門
」
）

　
・
初
め
は
自
己
の
美
と
感
じ
た
る
事
物
を
現
さ
ん
と
す
る
と
共
に
、
自
己
の

　
　
感
じ
た
る
結
末
を
も
現
さ
ん
と
し
た
る
を
終
に
は
自
己
の
感
じ
た
る
結
果

　
　
を
現
す
こ
と
の
蛇
足
な
る
を
知
り
、
単
に
美
を
感
ぜ
し
め
た
る
客
観
の
事

　
　
物
ば
か
り
を
現
す
に
至
り
た
る
な
り
（
「
我
が
俳
句
」
）

　
・
写
実
の
結
果
は
陳
套
を
脱
す
る
上
に
あ
り
と
も
効
力
を
現
し
た
り
（
同
前

　
　
）

　
ｏ
写
実
も
亦
平
淡
に
傾
か
し
む
る
力
あ
り
（
同
前
）

明
治
三
十
年

　
ヱ
各
観
に
動
か
さ
れ
た
る
自
己
の
感
情
を
直
叙
せ
ず
し
て
原
因
た
る
客
観
の

　
　
事
物
を
の
み
描
写
し
、
観
る
者
を
し
て
之
に
よ
り
て
感
情
を
動
か
さ
し
む

　
　
是
れ
後
世
の
文
学
か
面
目
を
新
に
し
た
る
所
以
な
り
（
「
俳
人
蕪
村
」
）

　
昌
己
蕉
の
俳
句
は
古
来
の
和
歌
に
比
し
て
客
観
美
を
現
す
こ
と
多
し
。
し
か

　
　
も
猶
蕪
村
の
客
観
的
な
る
に
及
ば
ず
。
極
度
の
客
観
的
美
は
絵
画
と
同
じ

　
　
藤
村
の
句
は
直
ち
に
以
て
絵
画
と
な
し
得
べ
き
者
少
か
ら
ず
。

　
　
　
「
小
原
女
の
五
入
揃
ふ
て
袷
か
な
　
　
蕪
村
」
　
（
同
前
）

　
ご
印
象
明
瞭
と
い
ふ
こ
と
は
絵
画
の
長
所
な
り
。
俳
句
を
し
て
印
象
明
瞭
な

　
　
ら
し
め
ん
と
す
る
は
或
る
べ
く
絵
画
的
な
ら
し
む
る
こ
と
（
「
明
治
二
十

　
一
　
九
年
の
俳
諧
」
）

一ろ一
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こ
既
る
理
想
家
が
全
く
之
（
註
・
客
観
）
を
俳
し
て
無
用
の
者
と
為
す
は
其

　
　
実
天
然
美
の
模
写
を
以
て
無
能
力
と
為
す
の
み
に
あ
ら
ず
し
て
、
天
然
其

　
　
物
の
美
を
感
ぜ
ざ
る
者
多
き
に
よ
る
（
同
前
）
　
（
註
・
倉
田
）

明
治
三
十
一
年

　
・
詩
歌
に
限
ら
ず
総
て
の
文
学
が
感
情
を
本
と
す
る
事
は
古
今
東
西
相
異
あ

　
　
る
べ
く
も
無
く
、
若
し
感
情
を
本
と
せ
ず
し
て
理
窟
を
本
と
し
た
る
渚
あ

　
　
ら
ば
、
そ
れ
は
歌
に
て
も
文
学
に
て
も
あ
る
ま
じ
く
候
。
全
く
客
観
的
に

　
　
詠
み
し
歌
な
り
と
も
感
情
を
本
と
し
た
る
は
言
を
・
埃
た
ず
。
只
う
つ
く
し

　
　
い
と
か
奇
麗
と
か
、
う
れ
し
い
と
か
楽
し
い
と
い
ふ
語
を
著
く
と
著
け
ぬ

　
　
と
の
相
違
に
侯
（
「
六
た
び
歌
よ
み
に
与
ふ
る
の
書
」
）

　
・
一
冊
の
手
帳
と
一
本
の
鉛
筆
と
は
写
生
の
道
具
に
し
て
、
吾
は
写
生
俳
句

　
　
を
も
の
せ
ん
と
し
て
眼
に
映
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
捕
へ
て
十
七
字
に
控
ね

　
　
あ
げ
ん
と
す
（
「
車
上
所
々
」
）

　
こ
鳶
色
か
余
り
広
い
と
写
生
に
遠
ざ
か
る
か
ら
、
今
少
し
狭
く
細
か
く
写
そ

　
　
う
と
思
ふ
（
「
句
合
の
月
」
）

明
治
三
十
二
年

　
ｏ
写
実
的
自
然
は
俳
句
の
大
部
に
て
、
即
ち
俳
句
の
生
命
な
り
。
誇
張
は
写

　
　
実
の
反
対
な
り
（
「
俳
句
の
初
歩
」
）

　
ｏ
写
実
の
目
的
を
以
て
天
然
の
風
光
を
探
る
（
「
随
問
随
答
」
）

　
ｏ
我
謂
ふ
所
の
「
有
の
ま
ま
に
写
す
」
と
は
即
ち
「
誠
」
に
外
な
ら
ず
（
「

　
　
曙
覧
の
歌
」
）

明
治
三
十
三
年

　
ｏ
実
際
の
有
の
ま
ま
を
写
す
を
仮
に
写
実
と
い
ふ
。
又
写
生
と
い
ふ
。
写
生

　
　
は
画
家
の
語
を
借
り
た
る
な
り
（
「
叙
事
文
」
）

　
ご
写
実
に
言
葉
の
美
を
弄
す
れ
ば
写
実
の
趣
味
を
失
ふ
者
と
知
る
べ
し
。
言

　
　
葉
を
飾
る
べ
か
ら
ず
、
誇
張
を
加
ふ
べ
か
ら
ず
（
同
前
）

　
・
写
生
と
い
ひ
写
実
と
い
ふ
は
実
際
有
の
ま
ま
に
写
す
に
相
違
な
け
れ
ど
も

　
　
固
よ
り
多
少
の
取
捨
選
択
を
要
す
。
取
捨
選
択
と
は
面
白
い
処
を
取
り
て

　
　
つ
ま
ら
ぬ
処
を
捨
つ
る
事
（
同
前
）

明
治
三
十
四
年

　
・
此
頃
話
を
聴
い
て
い
る
内
に
始
め
て
配
合
と
い
ふ
事
に
気
か
付
い
て
、
写

　
　
生
の
味
を
解
し
た
様
に
思
は
れ
る
（
「
墨
汁
一
滴
」
）

　
こ
訊
は
直
接
に
感
情
に
訴
へ
ん
と
欲
し
、
彼
（
註
・
月
並
派
）
は
往
々
知
識

　
　
に
訴
へ
ん
と
欲
す
（
「
俳
句
問
答
上
」
）
　
（
註
・
倉
田
）

明
治
三
十
五
年

　
ｏ
写
生
と
い
ふ
こ
と
は
天
然
を
写
す
も
の
で
あ
る
。
写
生
と
い
ふ
事
は
絵
を

　
　
画
く
に
し
て
も
記
事
文
を
書
く
上
に
も
極
め
て
必
要
な
も
の
で
、
此
の
手

　
　
段
に
よ
ら
な
く
て
は
絵
も
記
事
文
も
全
く
出
来
な
い
と
い
ふ
て
も
よ
い
位

　
　
で
あ
る
（
［
病
床
六
尺
］
）

　
八
目
的
か
其
事
を
写
す
に
あ
る
以
上
は
仮
令
う
る
さ
い
迄
も
精
密
に
か
か
ね

　
　
ば
読
者
に
は
合
点
か
行
き
難
い
。
肝
腎
な
目
的
物
を
写
す
処
は
何
処
迄
も

　
　
精
密
に
か
か
ね
ば
面
白
く
な
い
（
同
前
）

　
以
上
、
子
規
の
写
生
誕
に
関
す
る
文
章
を
長
々
と
列
挙
し
た
。
勿
論
こ
れ
ら

の
文
章
の
一
つ
一
つ
に
は
、
時
代
の
背
景
や
同
時
代
の
他
の
文
学
の
影
響
等
か

あ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
等
と
の
関
係
を
も
述
べ
ね
ば
十
分
で
な
い
の
で
あ
る
が

こ
の
論
で
は
ふ
れ
な
い
こ
と
に
す
る
。

　
さ
て
、
右
の
各
文
章
に
基
い
て
の
主
張
を
ま
と
め
て
み
よ
う
。
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子
規
か
俳
句
を
研
究
し
よ
う
と
思
い
始
め
た
の
は
「
俳
句
分
類
」
に
着
手
し

た
明
治
二
十
四
年
頃
か
ら
で
あ
る
。
が
、
興
味
を
覚
え
た
の
は
そ
の
二
年
前
に

ス
ペ
ン
サ
ー
の
「
文
体
論
」
を
読
ん
だ
時
で
あ
り
、
「
俳
句
の
簡
潔
に
し
て
意

味
深
い
こ
と
に
興
味
を
持
っ
」
た
の
で
あ
る
。

　
け
れ
ど
も
「
十
七
宇
で
は
思
想
の
複
雑
を
現
は
し
得
な
い
」
弱
点
が
あ
り
「

俳
句
を
以
て
完
全
な
る
詩
歌
と
な
す
に
足
ら
ざ
る
」
　
（
以
上
「
詩
歌
の
起
源
及

び
変
遷
」
）
と
し
、
明
治
二
十
四
年
に
は
小
説
「
月
の
都
」
を
書
き
始
め
た
。

そ
の
稿
は
翌
年
（
明
治
二
十
五
年
）
二
月
に
成
っ
た
が
、
幸
田
露
伴
に
「
覇
気

強
し
」
と
批
評
さ
れ
、
子
規
の
小
説
家
へ
の
夢
は
絶
た
れ
た
。
即
ち
「
拙
著
は

ま
づ
世
に
出
る
事
な
か
る
べ
し
」
「
僕
は
小
説
家
と
な
る
こ
と
を
欲
せ
ず
、
詩

人
と
な
ら
ん
こ
と
を
欲
す
」
　
（
虎
子
宛
書
簡
）
と
い
い
、
「
明
治
二
十
五
年
以

後
は
殆
ん
ど
俳
句
を
生
命
と
し
、
古
書
を
読
み
句
を
作
り
以
て
今
日
に
及
べ
り

」
　
（
「
我
が
俳
句
」
）
の
如
く
、
俳
句
の
世
界
へ
全
身
を
投
じ
た
の
は
明
治
二

十
五
年
（
子
規
二
十
六
才
）
で
あ
る
。

　
当
時
子
規
は
「
俳
句
は
己
に
尽
き
た
り
と
思
ふ
な
り
。
よ
し
未
だ
尽
き
ず
と

す
る
も
明
治
年
間
に
尽
き
ん
こ
と
期
し
て
待
つ
べ
き
な
り
」
　
（
「
瀕
祭
書
屋
俳

話
」
）
と
数
学
に
お
け
る
錯
列
法
を
も
ち
こ
み
、
和
歌
俳
句
の
永
続
性
を
否
定

し
な
が
ら
も
、
芭
蕉
の
作
品
を
通
し
、
或
い
は
中
村
不
折
と
の
出
合
い
に
よ
り
、

更
に
は
蕪
村
の
「
新
花
摘
」
等
を
読
み
「
写
生
」
を
説
き
始
め
た
の
で
あ
る
。

　
子
規
の
俳
論
は
画
論
の
転
用
で
あ
る
。
そ
の
写
生
誕
も
又
洋
画
の
そ
れ
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
ゆ
き
つ
い
た
と
こ
ろ
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
こ
と
で
は
な
か
ろ
う

か
。

.4

こ
と
」
で
あ
り
「
写
生
は
俳
句
を
作
る
上
の
手
段
」
で
あ
る
。
写
生
す
る
際
の

心
得
と
し
て
は
「
取
捨
選
択
」
を
し
て
出
来
る
だ
け
「
精
密
に
描
」
き
、
そ
の

た
め
に
は
「
小
景
を
対
象
」
と
す
る
。
又
、
「
有
の
ま
ま
に
写
す
と
は
誠
を
写

す
に
外
な
ら
ず
」
と
し
、
「
言
葉
を
飾
る
べ
か
ら
ず
、
誇
張
を
加
ふ
べ
か
ら
ず

」
と
い
い
、
「
配
合
の
必
要
」
を
求
め
た
。
更
に
「
五
七
五
の
調
べ
は
俳
句
の

最
大
の
要
素
」
で
あ
り
「
十
七
八
字
よ
り
拡
張
す
べ
き
で
な
い
」
　
（
「
新
俳
句

の
傾
向
」
）
と
、
晩
年
に
は
定
型
を
説
い
て
い
る
。

　
そ
う
し
て
出
来
上
っ
た
俳
句
か
「
印
象
明
瞭
」
な
「
絵
画
的
俳
句
」
な
の
で

あ
る
。

　
こ
れ
が
当
時
の
理
窟
に
執
は
れ
、
「
俗
気
」
「
厭
味
」
に
お
お
わ
れ
た
所
謂

　
「
月
並
調
」
の
俳
句
か
ら
、
実
際
に
即
し
て
新
た
な
対
躯
を
詠
い
上
げ
、
生
鮮

な
美
を
描
く
俳
句
へ
の
革
新
の
方
法
で
あ
り
、
結
果
で
で
も
あ
っ
た
。

　
こ
の
写
生
に
基
づ
く
子
規
の
説
が
「
現
代
俳
句
の
源
流
」
な
の
で
あ
る
。

(三)

　
子
規
は
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
明
治
の
月
並
化
さ
れ
た
俳
壇
の
中

か
ら
立
ち
七
る
に
は
、
強
力
な
る
論
か
必
要
で
あ
っ
た
。
幸
に
新
聞
「
日
本
」

と
い
う
絶
好
の
場
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
芭
蕉
を
論
じ
、
蕪
村
を
論
じ
、
写
生
を

脱
い
た
。
子
規
は
短
い
生
涯
に
一
万
八
千
余
句
と
い
う
多
く
の
作
品
を
残
し
た

が
、
し
か
し
彼
の
業
績
は
作
品
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
激
し
い
論
で
は
な
か

っ
た
ろ
う
か
。

　
素
十
は
論
じ
な
い
。
彼
は
虚
子
と
い
う
大
き
な
樹
下
に
居
た
。
「
花
鳥
猟
詠

「
俳
句
は
客
観
写
生
を
尊
重
す
べ
き
」
で
あ
る
。
「
写
生
と
は
天
然
を
写
す
　
　
」
と
い
い
「
客
観
写
生
」
と
い
テ
虎
子
の
論
が
、
彼
の
俳
句
の
全
て
で
あ
り
、
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そ
れ
以
外
の
も
の
は
何
も
必
要
と
し
な
か
っ
た
。

　
素
十
は
作
れ
ば
よ
か
っ
た
。
只
々
実
作
あ
る
の
み
で
あ
っ
た
。
子
規
を
し
て

論
ず
る
作
家
と
呼
ぶ
こ
と
が
出
来
る
と
す
れ
ば
、
素
十
は
作
る
作
家
と
呼
ぶ
こ

と
が
出
来
よ
う
。

　
素
十
に
ま
と
ま
っ
た
俳
論
集
は
な
い
。
そ
れ
は
「
写
生
は
志
向
で
あ
り
Ｊ
餓

　
註
⑧

で
あ
る
」
と
い
う
考
え
方
か
ら
で
あ
ろ
う
し
、
又
、
会
津
ハ
ー
氏
の

　
　
「
芸
術
は
論
ず
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
作
る
べ
き
も
の
な
り
、
作
る
に
し
て

も
自
分
で
芸
術
だ
な
ど
と
い
ふ
自
覚
の
な
い
人
－
あ
っ
て
も
そ
の
自
覚
の
無

い
時
の
作
に
、
ほ
ん
と
の
芸
術
あ
る
べ
し
。
や
や
も
す
る
と
、
議
論
や
主
張
が

さ
き
に
立
つ
や
う
な
人
に
、
ほ
ん
と
の
芸
術
が
出
来
る
筈
も
な
く
、
又
出
来
た

た
め
し
も
な
し
。
そ
れ
故
に
私
は
芸
術
家
と
看
板
を
か
け
た
や
う
な
顔
を
し
て

居
る
人
を
好
ま
ず
侯
。
、

　
芸
術
は
つ
く
る
べ
き
よ
り
も
見
出
す
べ
き
も
の
な
り
と
信
じ
居
る
私
に
と
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
⑨

て
最
も
い
と
ふ
べ
き
も
の
は
『
芸
術
家
』
の
芸
術
談
に
て
候
」
と
い
う
文
に
同

感
し
、
引
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
理
解
出
来
る
。

　
と
は
言
え
全
く
論
を
述
べ
て
な
い
わ
け
で
も
な
い
。
村
松
紅
花
氏
の
言
う
「

素
十
先
生
の
俳
論
は
初
期
の
『
俳
句
の
技
巧
の
見
方
』
『
一
句
の
出
来
た
話
』

　
「
素
十
感
心
」
『
秋
桜
子
君
へ
』
等
に
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
、
す
で
に
写
生
の

大
道
に
立
っ
て
悟
得
の
境
に
達
し
て
い
る
。
努
力
し
、
勉
強
し
て
、
よ
う
や
く

そ
こ
に
近
づ
く
な
ど
と
い
う
の
は
ほ
ん
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
」
と
あ
る

よ
う
に
、
特
に
そ
の
初
期
の
い
く
つ
か
の
文
に
は
論
か
散
見
出
来
る
。

　
素
＋
の
俳
句
へ
の
一
歩
は

　
　
「
虚
子
先
生
の
写
生
俳
句
の
下
に
と
び
込
ん
だ
の
は
、
そ
う
い
う
俳
句
の
論

脱
や
論
拠
に
首
肯
し
た
為
で

写
生
俳
句
を
面
白
い
と
思
っ

で
あ
り
実
践
で
あ
っ
た
。
虚
子
先
生
の

　
で
あ
る
。
そ
の
虎
子
の
写
生
俳
句
と

は
、
（
素
十
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
）
　
「
い
く
ら
俳
句
の
論
を
し
て
も
結
局
『
花

紅
初
縁
』
と
云
ふ
こ
と
に
帰
着
す
る
。
主
観
と
か
客
観
と
か
論
を
し
て
も
や
っ

ぱ
り
つ
ま
る
所
は
『
花
紅
柳
縁
』
と
云
ふ
こ
と
に
な
る
。
種
々
な
る
主
観
を
取

り
去
り
く
そ
う
し
て
結
局
残
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
『
花
は
紅
柳
は
縁
』
と
云

ふ
も
の
に
な
る
。
之
が
即
ち
俳
句
な
の
で
あ
」
り
「
俳
句
は
議
論
で
も
問
題
で

も
な
い
。
一
つ
の
事
実
で
あ
る
。
空
間
の
一
つ
の
事
実
な
の
で
あ
」
っ
た
。

　
素
十
は
そ
れ
を

　
‘
「
私
が
俳
句
を
は
じ
め
た
頃
は
ホ
ト
ト
ギ
ス
と
し
て
も
写
生
色
の
最
も
濃
厚

な
時
代
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
虎
子
先
生
が
毎
号
、
殆
ん
ど
毎
号

写
生
、
客
観
写
生
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
筆
を
執
っ
て
を
ら
れ
た
時
代
で
あ
っ

た
。

　
そ
の
中
に
あ
っ
て
先
生
の
『
凡
兆
小
論
』
と
い
う
Ｉ
ｔ
〈
は
特
に
私
の
心
を
捉

え
た
。
私
は
こ
の
一
文
に
よ
っ
て
俳
句
と
い
う
も
の
か
悉
皆
判
っ
た
よ
う
に
思

え
た
。
そ
う
し
て
私
の
辿
る
べ
き
道
は
こ
れ
で
あ
る
と
決
心
し
、
大
へ
ん
愉
快

で
あ
っ
た
」
と
受
け
取
り
、
「
私
も
若
い
頃
は
芭
蕉
を
読
ん
で
は
芭
蕉
に
引
か

れ
、
蕪
村
を
読
ん
で
は
他
村
に
真
似
た
よ
う
な
句
を
作
っ
た
が
、
結
局
は
写
生

句
の
外
に
自
分
を
確
立
す
る
道
は
な
い
と
考
え
た
」
と
あ
る
。

　
又
、
「
私
は
｀
『
俳
句
は
花
島
誠
詠
の
文
学
な
り
』
と
い
う
言
葉
を
肯
定
し
且

つ
満
足
し
て
を
る
人
間
」
で
あ
り
、
四
十
年
経
っ
た
今
日
で
も
「
私
は
た
だ
写
生

を
、
客
観
写
生
を
信
奉
す
る
一
老
学
徒
と
し
て
満
足
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
の

で
あ
る
。
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素
十
の
一
貫
し
て
変
わ
ら
ぬ
そ
の
「
客
観
写
生
」
と
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ

ろ
う
か
。

　
写
生
に
つ
い
て
の
素
十
の
言
は
。

　
　
「
私
か
俳
句
に
入
っ
て
か
ら
と
に
か
く
客
観
写
生
と
い
ふ
こ
と
を
志
し
い

た
だ
物
を
精
密
に
１
目
や
耳
を
通
し
て
精
密
に
Ｉ
Ｉ
Ｉ
観
察
し
ょ
う
と
歩
い
な

」
と
い
い
。

　
　
「
客
観
と
い
ふ
の
は
目
で
見
る
形
、
耳
で
き
く
音
と
云
っ
た
や
う
な
物
と
考

え
て
差
文
へ
な
い
。
写
生
と
は
そ
れ
を
出
来
る
だ
け
そ
の
ま
ま
に
写
し
と
る
と

い
ふ
こ
と
で
あ
る
」
と
言
う
。
更
に
。

　
　
「
自
然
の
真
と
か
文
芸
の
真
と
か
い
ふ
言
葉
か
あ
る
そ
う
で
す
が
、
私
は
そ

う
い
う
言
葉
は
自
己
の
弱
さ
作
品
の
弱
さ
、
又
更
に
文
芸
の
弱
感
を
辨
護
す
る

に
過
ぎ
ぬ
言
葉
で
あ
る
と
解
釈
し
て
居
ま
す
。
真
は
真
、
一
つ
し
か
な
い
も
の

と
思
い
ま
す
。
一
切
、
ま
っ
す
ぐ
に
脇
目
を
振
ら
ず
客
観
写
生
に
即
ち
あ
り
の

ま
ま
を
あ
り
の
ま
ま
に
写
す
と
い
う
客
観
写
生
に
猛
進
す
べ
き
も
の
と
思
い
ま

註
⑩

す
」
と
も
い
う
。

　
こ
れ
は
明
ら
か
に
前
述
子
規
の
「
客
観
的
と
は
心
象
に
写
り
来
し
客
観
的
の

事
物
を
其
價
に
詠
ず
る
な
り
」
「
目
的
か
其
事
を
写
す
に
あ
る
以
上
は
、
仮
令

う
る
さ
い
迄
も
精
密
に
か
か
ね
ば
読
者
に
は
合
点
か
行
き
難
い
。
肝
腎
な
目
的

物
を
写
す
処
は
何
処
迄
も
精
密
に
か
か
ね
ば
面
白
く
な
い
」
「
我
謂
ふ
所
の
な

り
の
ま
ま
に
写
す
と
は
即
ち
『
誠
』
に
外
な
ら
ず
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
又
、
虚

子
の
「
花
紅
初
縁
」
説
で
も
あ
り
、
か
つ
秋
桜
子
の
「
『
自
然
の
真
』
と
『
文

芸
上
の
真
』
」
へ
の
反
論
で
も
あ
る
。

　
昭
和
の
初
頭
、
ホ
ト
ト
ギ
ス
誌
上
で

　
　
甘
草
の
芽
の
と
び
く
の
一
と
な
ら
び

　
　
お
ほ
ば
こ
の
芽
や
大
小
の
葉
三
つ

等
の
純
客
観
写
生
の
作
品
で
、
素
十
は
一
課
名
を
な
し
た
。
が
、
そ
れ
等
の
写

生
俳
句
に
対
し
て
批
判
も
あ
っ
た
。
例
え
ば
井
上
白
文
姓
氏
は

　
　
［
兎
に
角
か
か
る
句
は
一
種
の
末
梢
俳
句
で
あ
る
と
思
う
。
俳
句
を
作
ら
ん

と
し
て
、
殊
更
に
一
木
一
草
を
凝
視
す
る
や
う
な
態
度
を
以
て
、
最
上
の
も
の

と
し
て
高
調
し
、
奨
励
す
る
の
は
、
明
ら
か
に
偏
執
で
あ
り
、
や
が
て
は
俳
句

そ
の
も
の
の
墓
穴
を
掘
る
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
」

　
と
い
い
、
日
野
草
城
氏
も

　
　
「
す
べ
て
特
長
あ
る
も
の
、
山
の
あ
る
も
の
は
否
定
さ
れ
て
、
平
々
凡
々
た
る

も
の
が
何
か
し
ら
含
蓄
の
ふ
か
い
昧
ひ
の
あ
る
も
の
の
や
う
に
見
過
ら
れ
る
。

か
っ
て
ホ
ト
ト
ギ
ス
に
発
表
さ
れ
た
高
野
素
十
君
の

　
　
風
吹
い
て
蝶
々
は
や
く
と
び
に
け
り

の
如
き
は
こ
の
弊
害
を
も
っ
と
も
よ
く
表
し
た
も
の
で
、
け
だ
し
天
下
の
愚
作

と
断
定
し
て
憚
り
ま
せ
ん
」
と
言
い
、
終
に
は
水
原
秋
桜
子
の
昭
和
六
年
「
馬

酔
木
」
十
月
号
「
『
自
然
の
真
』
と
『
文
芸
上
の
真
』
」
（
後
述
）
に
及
ん
だ
の

で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
論
争
の
中
で
、
勣
ぜ
ず
迷
わ
ず
「
見
た
ま
ま
聞
い
た
ま
ま
を
そ

の
ま
ま
に
写
し
と
る
俳
句
」
を
実
践
し
つ
づ
け
て
来
た
そ
の
「
写
生
」
を
通
し

て
、
素
十
は
何
を
求
め
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
い
ま
、
素
十
全
集
の
「
句
評
編
」
か
ら
引
い
て
み
る
と

　
　
　
残
雪
や
大
熔
岩
窟
に
火
山
灰
窟
に
　
　
紫
路

　
　
　
不
規
則
に
熔
岩
か
立
ち
並
ん
で
い
る
聞
に
は
大
き
な
窪
み
が
あ
り
、
そ

　
　
こ
に
は
真
白
な
残
雪
が
あ
り
、
又
火
山
灰
の
窪
み
の
と
こ
ろ
に
も
そ
れ
を

一７一



埋
め
た
雪
か
真
白
に
固
く
残
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
別
に
悲
し
い

と
も
楽
し
い
と
も
美
し
い
と
も
醜
い
と
も
述
べ
て
い
な
い
。
こ
う
い
う
句

を
世
間
で
は
詩
か
な
い
と
か
人
生
に
触
れ
な
い
と
か
評
す
る
が
俳
句
は
こ

れ
で
い
い
。
そ
う
い
う
人
達
の
い
う
詩
と
い
う
言
葉
又
は
人
生
と
か
生
活

と
か
い
う
言
葉
の
内
容
は
、
そ
れ
こ
そ
新
鮮
味
の
な
い
陳
腐
な
も
の
な
の

で
あ
る
こ
と
を
私
は
よ
く
知
っ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’

　
荒
々
し
い
火
山
地
帯
の
実
相
が
確
実
な
る
筆
使
い
で
こ
の
句
に
は
描
写

さ
れ
て
い
る
。
明
瞭
な
る
そ
の
印
象
を
私
の
心
は
受
け
取
る
。
そ
れ
で
私

は
満
足
す
る
し
十
分
楽
し
い
。
こ
れ
で
い
い
と
私
は
考
え
て
い
る
」
　
（
「

芹
」
三
五
年
六
月
号
）

稲
刈
っ
て
水
の
た
ま
り
し
所
あ
り
　
　
秋
芳

や
は
ら
か
き
と
こ
ろ
の
あ
り
し
刈
田
か
な
　
　
如
一

　
両
句
い
ず
れ
も
そ
の
素
直
な
る
心
持
、
素
直
な
る
叙
法
を
と
る
。
こ
れ

等
の
自
然
を
見
る
心
の
素
直
さ
か
、
や
が
て
自
然
の
も
つ
本
質
に
も
通
ず

る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
大
切
な
と
こ
ろ
で
あ
る
」
（
「
芹
」
三

六
年
二
月
号
）

　
小
さ
き
波
は
さ
み
て
土
用
浪
二
つ
　
　
凡
平
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヽ

　
土
用
浪
と
い
う
も
の
、
そ
れ
も
遠
く
に
低
気
圧
の
あ
る
為
か
と
も
思
う

か
、
矢
張
り
う
ね
り
は
う
ね
り
で
は
あ
る
か
、
こ
の
句
に
あ
る
よ
う
な
姿

を
見
る
こ
と
か
出
来
る
。
い
か
に
も
土
用
浪
ら
し
い
姿
、
土
用
浪
の
真
を

描
い
た
句
と
し
て
前
人
の
句
を
凌
駕
し
て
い
る
と
推
奨
す
る
こ
と
が
出
来

る
（
「
芹
」
三
四
年
十
二
月
号
）

　
　
「
些
少
の
油
断
、
客
観
写
生
と
い
う
自
然
の
観
察
を
忘
れ
る
な
れ
ば
す

ぐ
に
月
並
か
い
ろ
い
ろ
な
形
で
や
っ
て
く
る
。
月
並
を
愛
す
る
或
は
月
並

に
堕
す
る
心
持
は
吾
々
に
自
然
に
備
わ
っ
て
い
る
。
之
を
乗
り
越
え
て
、

自
然
に
帰
順
す
る
と
こ
ろ
に
の
み
月
並
を
脱
す
る
契
機
か
あ
る
と
思
う
（

　
「
芹
」
三
六
年
八
月
号
）

　
こ
れ
ら
の
句
評
に
よ
る
と
素
＋
の
「
写
生
」
は
、
自
然
の
実
相
を
再
現
す
る

こ
と
で
あ
り
、
自
然
（
対
象
）
の
真
の
姿
を
つ
き
と
め
る
こ
と
で
あ
り
、
自
然

に
同
化
し
、
帰
順
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
更
に

　
「
自
然
の
姿
、
自
然
の
変
化
、
そ
れ
等
に
目
を
と
め
る
写
生
と
い
う
も
の
は

い
い
句
を
も
た
ら
す
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
人
間
を
陶
冶
す
る
」
　
（
「
芹
」
三

二
年
十
月
号
）
こ
と
に
も
な
り
得
る
と
言
う
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
於
て
素
十
の
写
生
の
目
的
か
わ
か
る
よ
う
な
気
が
す
る
。

　
虎
子
の
写
生
誕
は
清
崎
敏
郎
氏
に
よ
れ
ば
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
の
盛
時
は
大
正
初

期
と
昭
和
初
頭
を
最
と
す
る
が
、
指
導
者
唐
子
は
い
ず
れ
の
時
も
写
生
を
誕
い

て
い
る
。
た
だ
大
正
初
期
に
お
い
て
は
写
生
を
裏
づ
け
る
人
生
探
求
的
な
主
観

の
涵
養
が
と
も
に
誕
か
れ
、
写
生
は
い
わ
ば
手
段
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
か
昭
和

初
頭
に
な
る
と
『
花
鳥
風
詠
』
の
態
度
の
も
と
に
写
生
は
方
法
で
あ
る
と
共
に

目
的
と
な
っ
て
い
る
」
で
あ
っ
た
。
素
十
は
昭
和
初
頭
の
、
そ
の
「
写
生
は
方

８－
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法
で
あ
る
と
共
に
目
的
」
で
も
あ
っ
た
中
で
、
虎
子
の
「
花
鳥
風
詠
」
に
と
び

こ
ん
で
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
「
客
観
写
生
を
志
し
」
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
そ
の
時
す
で
に
素
十
の
写
生
は
虎
子
の
「
写
生
す
る
こ
と
が
そ
の

ま
ま
目
的
」
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
昭
和
三
年
に

　
　
「
野
菊
の
花
を
例
に
ひ
く
と
、
花
弁
の
数
ま
で
勘
定
を
始
め
た
の
を
覚
え
て

い
る
。
色
の
う
す
い
の
、
濃
い
の
、
香
の
高
い
の
薄
い
の
さ
う
い
う
ケ
チ
な
こ

と
ば
か
り
眼
に
つ
い
て
ち
っ
と
も
句
は
作
れ
な
か
っ
た
。
之
は
大
事
な
こ
と
を

忘
れ
て
い
た
の
だ
と
今
に
な
っ
て
思
ふ
。
客
観
の
事
象
だ
け
で
は
句
に
な
ら
ぬ

も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

　
こ
の
「
客
観
の
事
象
だ
け
で
は
句
に
な
ら
ぬ
、
大
事
な
こ
と
を
忘
れ
て
い
た

」
と
い
う
そ
の
大
事
な
も
の
と
は
何
で
あ
っ
た
か
。
そ
れ
か
こ
こ
に
今
言
う
と

こ
ろ
の
「
写
生
は
人
間
を
陶
冶
す
る
」
即
ち
「
作
者
の
心
の
涵
養
の
必
要
」
で

あ
っ
た
の
で
お
る
。

　
秋
桜
子
が
虚
子
と
別
れ
ホ
ト
ト
ギ
ス
を
離
れ
て
い
っ
た
時
の
「
『
自
然
の
真

』
ど
『
文
芸
上
の
真
』
」
の
結
論
に

　
　
「
若
し
も
『
自
然
の
真
』
を
究
め
て
俳
句
の
能
事
終
れ
り
と
す
る
な
ら
ば
、

俳
人
は
書
斎
の
勉
強
を
要
す
る
こ
と
な
く
、
心
の
涵
養
を
大
切
に
す
る
こ
と
λ

な
い
。
た
だ
手
帳
を
懐
に
し
て
雲
の
影
で
も
追
ひ
歩
い
て
い
れ
ば
い
い
だ
ろ
う
。

さ
う
し
て
一
二
年
の
後
に
は
相
当
の
作
者
と
し
て
認
め
ら
れ
る
に
至
る
だ
ろ
う

然
し
そ
の
人
に
し
て
、
真
に
芸
術
を
解
す
る
素
質
を
有
す
る
な
ら
ば
、
必
ず
や

自
己
の
仕
事
に
行
き
つ
ま
り
を
感
じ
ず
に
は
居
る
ま
い
。
さ
う
し
て
『
こ
れ
で

よ
い
の
か
』
と
い
ふ
疑
ひ
を
持
た
ず
に
は
居
る
ま
い
と
思
ふ
。
之
に
反
し
て
『

文
芸
上
の
真
』
を
尊
ぶ
人
達
の
行
手
は
は
る
か
に
広
く
且
つ
深
い
の
で
あ
る
」

と
述
ぺ
て
い
る
。

　
即
ち
客
観
写
生
に
お
け
る
作
品
と
作
者
の
心
（
主
観
）
と
の
関
係
、
及
び
写

生
句
の
範
囲
の
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
は
素
十
に
限
ら
ず
「
写
生
」
を
論
ず
る
者

に
は
常
に
問
題
と
さ
れ
る
点
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
、

　
素
十
は
そ
れ
に
つ
い
て
は

新
ら
し
き
桑
に
集
る
蚕
か
な

桑
の
葉
の
下
よ
り
蚕
右
左

お
蚕
の
集
り
多
き
桑
の
あ
り

修祓稲男文洋

　
　
　
た
だ
桑
と
蚕
だ
け
の
材
料
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
正
確
に
観
察
し
、
正
確

　
　
に
描
写
す
る
と
い
う
こ
と
で
こ
れ
だ
け
多
様
の
面
白
い
観
察
、
面
白
い
叙

　
　
法
の
句
が
得
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
然
が
如
何
に
広
い
か
深
い
か
実

　
　
に
広
大
つ
く
る
と
こ
ろ
の
な
い
も
の
で
あ
り
、
之
に
従
っ
て
写
生
の
道
も

　
　
広
大
つ
く
る
と
こ
ろ
の
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
理
解
さ
れ
る
の

　
　
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
写
生
を
単
に
簡
単
な
る
描
写
と
云
ひ
捨
て
て
し
ま

　
　
う
こ
と
は
出
来
ぬ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
等
の
句
の
う
し
ろ
に
は
蚕

　
　
や
桑
に
対
す
る
親
し
み
或
は
新
し
い
も
の
へ
の
熱
情
と
い
う
こ
と
は
勿
論

　
　
で
あ
る
が
、
こ
う
い
う
自
然
の
動
き
を
些
細
に
観
察
す
る
こ
と
か
契
機
と

　
　
な
っ
て
大
自
然
へ
の
参
入
の
緒
□
に
も
な
り
得
る
も
の
で
あ
る
」
　
（
「
芹

　
　
」
三
九
年
九
月
号
）

　
と
考
え
て
い
る
。
即
ち
、
写
生
俳
句
は
尽
く
る
と
こ
ろ
を
知
ら
ず
、
作
者
の

心
は
そ
の
句
の
裏
に
十
分
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
り
（
こ
れ
は
子
規
の
言
う
「

詩
歌
に
限
ら
ず
総
て
の
文
学
が
感
情
を
本
と
す
る
事
は
古
今
東
西
相
異
あ
る
べ
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く
も
無
く
、
」
「
全
く
客
観
的
に
詠
み
し
歌
な
り
と
も
感
情
を
本
と
し
た
る
は

言
を
峡
た
ず
。
只
う
つ
く
し
げ
と
か
奇
麗
と
か
、
う
れ
し
い
と
か
楽
し
い
と
い

ふ
語
を
著
く
と
著
け
ぬ
と
の
相
違
に
侯
」
）
、
更
に
こ
の
些
細
な
観
察
に
よ
っ

て
大
自
然
へ
の
参
入
が
可
能
と
な
る
と
説
い
て
い
る
。
こ
の
「
大
自
然
へ
の
参

入
」
と
い
う
こ
と
か
と
り
も
な
お
さ
ず
素
十
の
「
写
生
と
心
」
の
キ
ー
ポ
イ
ソ

ト
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
″

　
昭
和
三
年
ホ
ト
ト
ギ
ス
五
月
号
に
、
素
十
は
、

　
　
「
俳
句
を
観
照
す
る
場
合
は
外
面
的
に
観
察
す
れ
ば
技
巧
と
云
う
こ
と
に
な

る
し
、
内
面
的
に
観
察
す
れ
ば
そ
の
作
者
の
感
じ
、
心
と
云
ふ
こ
と
に
な
る
。

俳
句
と
云
ふ
も
の
を
中
心
に
し
て
観
察
す
れ
ば
、
技
巧
即
ち
心
と
云
ふ
こ
と
に

な
る
と
思
う
。
技
巧
を
養
う
と
云
ふ
こ
と
は
結
局
は
心
を
養
う
と
云
ふ
こ
と
に

な
る
」

　
と
「
技
巧
と
心
」
と
の
関
係
を
説
い
て
い
る
。
そ
れ
が
や
か
て
は
「
写
生
と

心
」
の
論
と
な
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

　
そ
の
「
写
生
と
心
」
の
過
程
を
追
っ
て
み
る
と
、

　
昭
和
四
十
年
「
芹
」
一
月
号
　
　
丿

萩
の
花
と
き
ぐ
と
こ
ろ
ぐ
揺
れ
　
ヒ
ロ
コ

　
「
『
と
き
ぐ
』
　
『
と
こ
ろ
ぐ
』
と
重
ね
て
い
っ
た
と
こ
ろ
の
調
子
も

よ
く
、
静
か
な
る
萩
の
花
叢
ら
し
い
姿
勢
を
的
確
に
叙
し
て
い
る
。
萩
の

花
の
句
と
し
て
秀
で
た
る
写
生
の
一
句
と
思
う
。
尚
こ
う
い
う
客
観
写
生

句
と
い
う
の
は
子
規
か
唱
道
し
、
虚
子
が
意
識
し
て
大
成
さ
れ
た
俳
句
の

道
で
あ
り
、
新
し
い
俳
句
の
道
と
い
う
意
味
か
ら
も
或
は
俳
句
の
俗
化
、

月
並
化
か
ら
免
か
れ
る
と
い
う
意
味
か
ら
も
又
心
の
修
練
と
い
う
意
味
か

ら
も
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
」

　
昭
和
四
十
一
年
「
芹
」
十
二
月
号

う
す
く
と
雪
を
敷
き
た
り
樫
山
　
　
焦
木

　
「
純
粋
な
る
客
観
写
生
句
に
は
別
に
何
も
い
う
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

た
だ
美
し
い
だ
け
、
そ
れ
だ
け
で
い
い
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
句
を
成
す

に
は
心
の
澄
明
か
第
一
条
件
で
あ
ろ
う
。
雑
念
か
少
し
で
も
あ
っ
て
は
至

錐
で
あ
る
。
句
も
美
し
く
作
者
の
心
も
美
し
い
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。
」

　
昭
和
四
十
二
年
「
芹
」
七
月
号

筆
に
釘
つ
け
て
雛
の
□
を
描
く

筆
に
墨
つ
け
て
雛
の
目
を
描
く

十
字

同

　
　
「
雛
作
り
そ
の
ま
ま
の
所
作
で
あ
り
、
そ
の
ま
ま
の
所
作
を
素
直
に
そ

の
ま
ま
に
写
生
し
た
句
で
あ
る
。
筆
に
紅
を
つ
け
て
雛
の
口
を
描
く
、
筆

に
墨
を
つ
け
て
雛
の
目
を
描
く
。
之
は
雛
作
り
の
誰
で
も
か
す
る
こ
と
で

あ
り
、
誰
で
も
が
見
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
、
何
の
附
加

す
る
と
こ
ろ
な
く
句
に
し
た
ま
で
の
こ
と
で
あ
る
。
対
も
こ
の
様
に
こ
の

一
句
ず
つ
を
二
つ
並
べ
て
見
る
と
如
何
に
も
美
し
い
。
雛
の
口
も
、
雛
の

目
も
、
生
き
生
き
と
み
ず
み
ず
し
い
の
に
驚
く
の
で
あ
る
。

　
ど
う
し
て
こ
の
様
な
そ
の
ま
ま
か
十
七
字
と
な
っ
て
こ
の
よ
う
に
美
し
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く
な
る
も
の
か
私
に
は
判
ら
な
い
。
た
だ
美
し
い
と
感
ず
る
だ
け
な
の
で

あ
る
。
こ
こ
ら
あ
た
り
に
写
生
俳
句
の
契
機
か
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
の

で
あ
る
。
作
者
は
富
山
の
一
隅
に
あ
っ
て
た
だ
黙
々
と
写
生
俳
句
を
作
っ

て
い
る
。
人
を
驚
か
そ
う
と
か
、
名
前
を
上
げ
よ
う
と
か
云
う
考
え
は
毛

頭
な
く
、
た
だ
教
え
ら
れ
る
ま
ま
に
俳
句
を
作
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ

の
当
り
前
の
人
か
当
り
前
の
句
を
作
っ
て
こ
の
よ
う
に
美
し
い
と
い
う
こ

と
、
そ
の
美
し
さ
の
因
っ
て
来
た
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
俳
句
以
前
の
も

の
の
由
来
か
も
知
れ
ぬ
の
で
あ
る
。
」

　
　
昭
和
四
十
三
年
「
芹
」
七
月
号

　
シ
テ
の
如
く
に
一
片
の
落
花
か
な
　
　
紅
花

　
　
「
た
だ
一
片
の
桜
の
花
び
ら
、
そ
れ
は
無
心
の
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か

俗
の
心
で
そ
れ
を
詠
え
ば
俗
な
る
句
と
な
り
、
俗
を
離
れ
た
心
を
以
て
詠

え
ば
、
自
然
そ
の
も
の
の
本
来
の
花
び
ら
に
な
る
の
で
あ
る
。
要
は
そ
の

作
者
の
心
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
昭
和
四
十
四
年
「
芹
」
十
二
月
号

岩
の
上
に
打
ち
あ
げ
ら
れ
し
か
う
な
か
な
　
手
古
奈

　
「
平
明
な
句
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
疾
呼
し
て
い
る
人
は
沢
山
い
る
が
、

残
念
な
が
ら
そ
れ
等
の
人
々
の
平
明
と
称
す
る
句
に
は
自
然
の
真
の
姿
が

な
く
、
生
き
く
し
た
心
の
美
し
さ
か
な
い
。

　
岩
と
寄
居
虫
、
波
に
よ
っ
て
岩
の
上
に
打
ち
上
げ
ら
れ
た
寄
居
虫
。
た

だ
そ
れ
丈
の
自
然
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
の
自
然
を
そ
の
ま
ま
に
写
生
し
て

〃

こ
の
よ
う
な
美
し
い
一
句
と
し
た
。

　
平
明
な
る
と
称
す
る
句
が
自
然
の
真
の
姿
を
い
き
く
と
伝
え
て
い
る

か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
、
理
窟
で
云
っ
て
も
判
る
も
の
で
は
な
く
、
そ

れ
は
作
者
の
心
の
問
題
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
」

　
子
規
か
盛
ん
に
文
学
を
論
じ
た
の
に
比
し
て
、
素
十
は
論
客
で
は
な
い
。
私

が
こ
こ
に
引
用
し
た
文
も
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
論
と
し
て
の
も
の
で
は
な
く
、
月

刊
俳
誌
「
芹
」
の
句
評
中
の
言
葉
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
言
葉
に
は
常
に
一
貫
し
て
写
生
主
張
の
態
度
が
あ
り
、

写
生
は
そ
の
ま
ま
心
の
問
題
だ
と
し
て
、
心
の
涵
養
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

更
に
例
を
引
く
と

　
　
昭
和
四
十
五
年
「
芹
」
二
月
号

　
　
［
写
生
と
い
う
自
分
を
空
う
し
て
自
然
に
対
す
る
心
に
は
清
潔
な
る
自

然
の
姿
か
そ
の
ま
ま
心
の
鏡
に
映
っ
て
く
る
」

　
　
昭
和
四
十
五
年
「
芹
」
三
月
号

　
　
「
要
は
心
で
あ
り
、
そ
の
無
心
の
心
に
映
る
も
の
を
そ
の
ま
ま
句
に
さ

れ
た
ら
い
い
と
思
う
」

　
　
木
虹
豆
の
枯
れ
細
り
た
る
哭
を
垂
れ
　
梅
風

　
「
こ
こ
に
又
わ
が
『
と
も
が
ら
』
か
一
人
居
る
と
い
う
感
じ
の
す
る
句
で

あ
る
。
木
さ
さ
げ
の
冬
枯
れ
の
姿
に
興
味
を
感
じ
、
そ
こ
に
自
然
の
姿
を

会
得
し
て
満
足
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
『
わ
が
と
も
が
ら
』
と
感
ず
る
の
で
あ
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る
。
あ
る
一
流
の
俳
人
は
自
然
に
プ
ラ
ス
詩
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
一
箇
の

俳
句
に
な
る
の
で
あ
る
と
説
く
の
で
あ
る
が
、
私
は
こ
の
プ
ラ
ス
と
い
う

一
語
に
頷
く
こ
と
は
出
来
な
い
。
プ
ラ
ス
と
い
う
人
為
的
の
細
工
か
ら
は

そ
れ
は
自
然
か
ら
遠
ざ
か
る
所
作
と
し
か
私
に
は
思
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
自
然
の
真
の
姿
だ
け
で
い
い
。
そ
の
自
然
の
姿
が
心
に
ひ
び
い
た
も
の

そ
れ
が
詩
に
な
り
、
又
俳
句
に
な
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
″

　
素
十
か
子
規
の

　
　
鶏
頭
の
十
四
五
本
も
あ
り
ぬ
べ
し
　
　
子
規

の
句
に
対
し
て

　
　
「
こ
れ
は
つ
ま
ら
ぬ
と
云
わ
れ
や
す
い
句
で
あ
る
が
、
そ
の
日
の
子
規
の
姿

心
持
を
立
派
に
描
い
て
い
る
良
い
句
で
あ
る
。
こ
ん
な
句
か
価
値
少
い
と
さ
れ

易
い
が
、
そ
れ
は
間
違
っ
て
い
る
。
自
然
を
ど
の
程
度
に
尊
重
し
て
い
る
か
に

よ
っ
て
、
句
の
価
値
か
定
ま
る
。
自
然
、
人
生
を
肯
定
す
る
俳
句
が
、
私
ら
の

俳
句
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
素
＋
は
自
然
を
絶
対
と
認
め
た
。
子
規
の
言

う
よ
う
に
「
自
然
に
は
俗
気
な
し
」
と
し
た
。

　
人
間
の
小
主
観
よ
り
な
る
俳
句
の
俗
化
、
月
並
化
か
ら
免
れ
る
た
め
に
写
生

を
脱
い
た
。
悠
久
な
る
自
然
に
溶
け
込
む
こ
と
が
、
そ
の
ま
ま
「
心
の
修
練
」

に
な
り
、
そ
れ
は
又
「
澄
明
な
る
心
」
を
養
う
こ
と
に
も
な
る
。

　
俳
句
は
そ
の
作
者
の
心
の
現
わ
れ
で
あ
る
。
す
ぐ
れ
た
俳
句
と
い
う
も
の
は

心
に
俗
気
の
な
い
作
者
に
よ
っ
て
の
み
は
じ
め
て
創
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

か
素
十
の
言
う
「
俳
句
以
前
」
な
の
で
あ
る
。

　
即
ち
、
す
ぐ
れ
た
作
品
の
た
め
に
は
、
作
者
の
清
く
高
い
心
が
要
求
さ
れ
る
。

そ
の
清
く
高
い
作
者
の
心
は
、
深
い
写
生
に
よ
り
養
は
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
「

写
生
」
の
深
さ
は
又
々
作
者
の
心
の
深
さ
に
よ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
結
局
「

写
生
の
た
め
の
心
の
深
さ
」
で
あ
り
「
心
の
深
さ
の
た
め
の
写
生
」
な
の
で
あ
る
。

(四)

　
素
十
に
と
っ
て
俳
句
の
道
と
は
、
利
休
に
お
け
る
茶
の
そ
れ
で
あ
り
、
雪
舟

に
お
け
る
絵
の
そ
れ
な
の
で
あ
る
。

　
子
規
が
晩
年
、
そ
の
「
写
生
」
説
に
お
い
て
「
造
化
は
無
意
識
に
宇
宙
を
造

り
た
る
を
以
て
天
然
物
に
は
俗
気
な
し
」
と
か
「
草
花
の
一
枝
を
枕
元
に
置
い

て
、
そ
れ
を
正
直
に
写
生
し
て
居
る
と
、
造
化
の
秘
密
か
段
々
分
っ
て
来
る
や

う
な
気
か
す
る
」
と
い
う
よ
う
な
言
葉
や
「
幾
多
の
少
年
に
勧
告
す
る
所
は
、

或
る
べ
く
謙
遜
に
臭
ゆ
か
し
く
真
面
目
に
勉
強
せ
よ
と
い
ふ
事
で
あ
る
」
と
い

う
語
も
あ
る
。

　
し
か
し
そ
れ
は
、
北
征
敏
夫
氏
が
言
う
よ
う
に
「
さ
う
い
ふ
神
秘
的
な
力
に

触
れ
る
こ
と
を
写
生
の
目
的
と
す
る
ほ
ど
の
自
覚
は
な
ほ
確
立
せ
ら
れ
る
に
は

至
ら
な
か
っ
た
と
思
は
れ
る
」
し
、
「
心
の
涵
養
」
を
意
識
し
て
の
言
葉
で
も

な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
結
局
、
子
規
の
俳
句
主
張
は
「
有
の
ま
ま
に
写
す
」
客
観
写
生
を
中
心
と
七

て
、
「
取
捨
選
択
」
「
配
合
」
に
お
い
て
作
者
の
主
観
の
介
入
を
考
え
た
。
そ

し
て
「
印
象
明
瞭
」
な
る
語
は
「
真
に
迫
る
」
こ
と
よ
り
も
、
「
感
覚
的
な
美

」
　
（
絵
画
的
な
美
）
を
求
め
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
だ
と
す
る
と
、
「
真
に
迫
る
」
こ
と
を
一
つ
の
目
的
と
し
、
更
に
は
「
心
の

涵
養
」
を
説
く
に
至
っ
た
素
＋
は
、
子
規
の
「
有
の
ま
ま
に
写
す
」
と
い
う
「

写
生
」
の
一
つ
の
面
に
お
い
て
は
一
歩
そ
れ
を
深
め
た
と
見
て
い
い
の
で
は
な

一
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か
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
ｊ

　
　
　
　
　
　
　
五

　
　
　
　
　
　
　
ぐ

　
こ
こ
で
二
人
の
俳
句
を
子
規
全
集
「
寒
山
落
木
」
と
素
十
全
集
「
俳
句
編
」

よ
り
数
詞
抄
出
し
て
、
そ
の
比
較
を
試
み
よ
う
。

　
　
投
げ
出
し
た
や
う
に
山
か
ら
雁
の
竿

ａ
（

雁
の
棹
枯
木
の
上
に
一
文
字

　
　
紫
陽
花
や
紫
陽
花
に
似
た
花
も
あ
り

ゐ

菜
蔦
ゆ
嫁
菜
に
似
た
る
も
の
も
荊
ゆ

　
　
け
し
の
花
大
き
な
蝶
の
と
ま
り
け
り

よ　
　
揚
羽
蝶
お
い
ら
ん
草
に
ぶ
ら
下
る

　
　
赤
き
林
檎
青
き
林
檎
や
卓
の
上

ｄ
（

赤
き
葉
と
青
き
葉
と
あ
る
・
浮
葉
か
な

　
　
一
列
に
十
本
ば
か
り
百
合
の
花

ｅ
（

甘
草
の
芽
の
と
び
く
の
Ｉ
並
び

子
規

素
十

子
規

素
十

子
規

素
十

子
規

素
十

子
規

素
十

　
　
子
規
と
素
十
に
は
そ
の
発
想
の
面
に
於
て
ヽ
或
は
表
現
の
方
法
に
於
て
ヽ
匙

。
似
句
が
多
い
。

　
　
今
か
り
に
ア
ル
フ
″
べ
″
ト
を
つ
け
て
、
右
の
両
者
の
句
を
そ
れ
ぞ
れ
比
較

　
す
る
と

　
　
ａ
の
「
投
げ
出
し
た
や
う
に
」
と
い
う
主
観
的
な
子
規
の
句
に
比
し
て
「
一

　
文
字
」
と
い
う
客
観
的
な
素
十
の
句
に
「
写
生
」
の
深
さ
か
見
え
る
。
そ
の
よ

う
な
「
写
生
」
の
正
確
さ
は
、
次
の
句
で
も
考
え
ら
れ
る
。

’
　
稲
妻
や
横
幅
広
く
折
れ
て
出
る
　
　
　
　
子
規

ａ
（
稲
妻
の
き
く
く
く
と
長
か
り
し
　
　
素
十

　
　
「
横
幅
広
く
折
れ
て
」
と
い
う
説
明
に
対
し
て
、
［
き
く
／
＼
く
］
と
い

う
実
態
の
写
生
で
あ
り
、
読
者
に
迫
る
も
の
が
あ
る
。

　
又
、
ｂ
で
は
表
現
上
の
技
巧
（
特
に
調
べ
に
お
け
る
）
に
、
ｃ
で
は
観
察
の

細
か
さ
（
「
と
ま
り
け
り
」
と
「
ぶ
ら
下
る
」
の
見
方
、
捕
え
方
の
相
違
）
に

於
て
、
素
十
の
句
に
一
段
の
進
歩
を
み
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
の
技
巧
と
精
密

な
観
察
と
い
う
点
で
他
に
例
句
を
引
く
と

　回

心 十
年
前
夏
の
三
ケ
月
此
の
夕

春
の
月
あ
り
し
と
こ
ろ
に
梅
雨
の
月

　Ｃ’

心梱と

り
つ
き
て
浮
木
に
上
る
蛙
か
な

子
規

素
十

子
規

わ
っ
て
て
ん
と
う
虫
の
飛
び
い
づ
る
　
素
十

　
更
に
ｄ
ｅ
に
お
い
て
、
そ
の
写
生
の
態
度
の
違
い
は
決
定
的
で
あ
る
。

　
ｄ
の
子
規
の
‘
「
卓
上
に
盛
ら
れ
て
い
る
赤
と
青
の
林
檎
」
の
句
か
ら
、
鑑
貧

者
は
一
読
、
色
彩
的
に
美
し
い
絵
を
想
像
す
る
。
が
、
素
＋
の
「
浮
葉
」
の
句

か
ら
は
、
単
に
美
し
い
絵
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
二
枚
の
浮
葉
の
「
あ
る
宿

命
」
の
姿
（
共
に
水
面
に
浮
く
浮
葉
。
そ
の
同
じ
浮
葉
で
あ
り
な
か
ら
、
「
赤

」
で
あ
り
、
又
「
青
」
で
あ
る
と
い
う
ど
う
に
も
な
ら
な
い
二
枚
の
浮
葉
の
異

質
な
姿
）
が
感
ぜ
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
ｅ
の
「
一
列
に
並
ん
だ
十
本
ば
か
り
の
百
合
の
花
」
の
句
か
ら
は
、
清
潔
な

白
さ
と
高
貴
な
る
香
り
と
を
覚
え
る
。
が
し
か
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
「
一

幅
の
絵
」
を
よ
び
起
こ
す
ま
で
の
も
の
で
あ
り
、
「
百
合
」
そ
の
も
の
、
即
ち

自
然
そ
の
も
の
は
伝
え
て
こ
な
い
。
そ
れ
に
比
し
て
「
一
本
の
根
に
結
び
つ
け

一1ろ一
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ら
れ
た
甘
草
の
、
そ
の
と
び
く
の
芽
」
か
ら
は
、
路
傍
の
草
と
し
て
の
甘
草

の
宿
命
か
、
自
然
の
姿
の
ま
ま
、
更
に
は
自
然
の
宿
命
の
姿
の
ま
ま
読
者
の
心

に
ひ
び
い
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
即
ち
、
こ
の
差
違
が
「
圓
絵
的
写
生
」
と
「
心
情
的
写
生
」
の
結
果
な
の
で

あ
る
。

　
右
の
よ
う
に
見
て
ゆ
け
ば
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’

／
　
枯
る
る
草
枯
れ
ぬ
小
草
の
日
陰
か
な
　
　
子
規

ｄ
（

末
枯
れ
し
も
の
末
枯
れ
ず
あ
り
し
も
の
　
素
十

　ｅ″

心
年
玉
や
上
の
一
字
を
筆
は
じ
め

羞

一
と
い
う
宇
人
と
い
ふ
宇
や
筆
は
じ
め
　
素
十

　
等
の
句
に
も
、
そ
の
違
い
か
認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
試
み

を
更
に
一
句
一
句
調
査
す
る
な
ら
ば
、
よ
り
以
上
の
例
を
挙
げ
得
る
の
で
あ
る

か
、
今
こ
こ
に
引
用
し
た
二
十
句
を
見
る
だ
け
で
も
、
発
想
・
表
現
に
於
て
は

類
似
の
傾
向
を
、
そ
し
て
そ
の
内
容
に
至
っ
て
は
根
本
的
相
違
を
認
め
る
こ
と

が
出
来
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

だ
が

　
糊
な
め
に
軒
端
へ
よ
る
や
雀
の
子

　
耳
と
ぢ
て
花
を
こ
こ
ろ
に
午
睡
哉

乙
彦

等
栽

　
　
吹
か
な
く
も
落
つ
る
松
葉
を
青
嵐
　
　
乙
瓢

等
の
、
当
時
の
代
表
的
俳
人
の
低
俗
な
知
的
操
作
に
よ
る
発
想
の
月
並
俳
句
に
。

比
す
れ
ば
、
各
般
の
差
を
認
め
る
こ
と
か
出
来
る
の
で
あ
る
。

註
①
　
山
本
健
吉
「
現
代
俳
句
」
　
（
角
川
書
店
）

註
②
　
高
浜
虚
子
・
河
東
碧
梧
桐
編
「
子
規
句
集
」
　
（
次
善
堂
）
及
び
高
浜
虚

　
　
子
選
「
子
規
句
集
」
　
（
岩
波
書
店
）
に
採
録
さ
れ
て
い
な
い
。

註
③
　
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
昭
和
四
年
六
月
号
Ｐ
7
2

註
④
　
「
自
然
の
真
の
他
ぷ
何
物
の
加
へ
ら
れ
た
る
あ
り
や
と
、
反
問
し
た
い

　
　
の
で
あ
る
」
と
述
べ
馬
酔
木
に
拠
る
。
（
Ｓ
６
）

註
⑥
　
梅
室
に
関
す
る
俳
人
系
譜
を
示
す
と

　
　
真
槍
―
季
吟
―
芭
蕉
―
涼
菟
―
悶
更
―
梅
室

生
態
度
」
の
違
い
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
子
規
に
は

　
　
鶏
頭
の
十
四
五
本
も
あ
り
ぬ
べ
し

　
　
こ
の
頃
の
朝
顔
藍
に
定
ま
り
ぬ

の
如
く
秀
れ
た
作
品
か
あ
り
、
冒
頭
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
山
本
健
吉
氏
の
「

も
は
や
草
花
と
彼
の
生
命
と
か
一
体
な
の
だ
。
見
る
対
象
を
限
定
さ
れ
て
、
彼

は
真
に
見
る
目
を
獲
得
し
た
と
も
言
え
る
。
私
は
こ
こ
に
子
規
の
唱
え
た
写
生

の
真
骨
頂
を
見
烈
と
評
し
得
る
句
も
あ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
傾
向

の
句
は
極
く
少
く
、
し
か
も
子
規
か
意
識
し
て
作
っ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

詐
言
言
づ
て
頌
偏
心
１
回
。
Ｊ
、
ぃ
。
Å
の
「
写
　
註
⑥
ス
ペ
ン
サ
ー
（
お
回
ヽ
／
ヽ
芯
鴎
）
の
「
文
体
論
」
　
『
言
語
及
文
章
は
相
手

　
　
の
注
意
を
交
配
す
る
方
向
に
集
中
的
に
行
わ
れ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
か
、
そ

　
　
の
場
合
相
手
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
出
費
を
で
き
る
だ
け
少
く
し
て
や
る
こ
と
が

　
　
主
眼
で
あ
る
』

註
⑦
　
中
村
不
折
…
…
イ
タ
リ
ヤ
の
画
家
フ
オ
ン
タ
ネ
ジ
ー
の
教
え
を
受
く
。

　
　
　
「
ど
ん
な
画
で
も
狂
画
で
も
は
じ
め
の
練
習
は
正
確
な
写
生
が
必
要
だ
。

　
　
鉛
筆
を
持
っ
て
ご
つ
ご
つ
小
口
か
ら
実
物
と
聞
違
は
ぬ
様
に
画
く
の
が
修

　
　
業
」
　
（
俳
画
法
）

註
⑧
　
写
生
は
実
践
（
「
芹
」
Ｓ
3
4
年
４
月
号
）
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註
⑨
　
芸
術
新
潮
（
Ｓ
4
3
年
６
月
号
）
料
治
熊
太
『
会
津
ハ
ー
に
斬
ら
れ
た
富

　
　
本
意
吉
の
芸
術
観
』
よ
り
、
会
津
ハ
ー
の
文
を
引
用
し
た
も
の
を
「
芹
」

　
　
Ｓ
4
5
年
８
月
号
に
転
載
。

註
⑩
　
素
十
全
集
「
文
章
編
」
あ
と
か
き
（
明
治
書
院
）

註
⑩
　
病
閑
妄
語
目
「
古
人
鎖
仰
」
（
「
芹
１
‐
Ｓ
4
5
年
８
月
号
」

註
⑩

註
⑩

註
⑩

註
⑩

註
⑩

註
＠

註
⑩

註
⑩

註
⑩

註
＠

註
辱

註
⑩

註
＠

註
⑩

註
⑩

註
励

註
物

俳
句
の
技
巧
の
見
方
（
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
Ｓ
ろ
年
５
月
号
）

註
⑧
と
同
じ

句
評
（
「
芹
」
Ｓ
3
6
年
1
2
月
号
）

秋
桜
子
君
へ
（
「
ま
は
ぎ
」
Ｓ
ろ
年
1
0
月
号
）

註
⑧
と
同
じ

一
句
の
出
来
た
話
（
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
Ｓ
ろ
年
1
2
月
号
）

客
観
写
生
を
重
ん
ず
る
（
「
ま
は
ぎ
」
Ｓ
フ
／
年
１
月
号
）

真
は
一
つ
（
「
玉
藻
」
Ｓ
1
4
年
月
月
号
）

雑
詠
研
究
会
（
「
山
茶
花
」
Ｓ
４
年
８
月
号
）

合
評
会
（
（
山
茶
花
Ｊ
Ｓ
５
年
５
月
号
）

　
「
現
代
日
本
文
学
大
事
典
」
　
（
明
治
書
院
）

註
⑩
と
同
じ

暗
に
「
自
然
の
真
と
文
芸
上
の
真
」
の
水
原
秋
桜
子
を
指
す
。

稲
田
壷
青
「
句
文
集
」
中
『
子
規
の
句
の
こ
と
』
　
（
素
十
）
Ｐ
2
5
9
　
‘

北
征
敏
夫
「
写
生
誕
の
研
究
」

註
①
と
同
じ

明
治
二
年
「
俳
諧
新
聞
」
　
（
乙
彦
編
）

△
付
記
▽
　
稿
中
、
素
十
の
写
生
に
強
い
影
響
を
与
え
た
虎
子
の
「
凡
兆
小
論

」
抄
（
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
．
Ｔ
1
2
年
９
月
号
）

・
写
生
仙
を
論
ず
る
に
当
っ
て
元
禄
時
代
に
几
兆
の
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
る
こ

　
と
は
出
来
ぬ
。

・
三
葉
散
り
て
跡
は
か
れ
木
や
桐
の
苗
　
凡
兆
　
此
の
仙
の
如
き
は
其
細
い

　
写
生
を
見
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
桐
の
苗
木
が
あ
る
。
唯
三
つ
葉
が
つ
い
て

　
ゐ
た
の
が
、
其
三
つ
共
散
っ
て
し
ま
っ
て
、
其
あ
と
は
枯
木
に
な
っ
て
し
ま

　
っ
た
。
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
小
さ
い
桐
の
苗
木
を
叙
し
て
、
其
で
安
ん
じ
て

　
ゐ
る
と
こ
ろ
は
、
彼
の
眼
目
が
自
然
の
観
照
に
あ
っ
た
こ
と
を
明
に
証
明
す

　
る
も
の
で
あ
る
。

ｏ
私
は
斯
う
い
ふ
事
を
言
ひ
得
る
と
思
ふ
。
元
禄
時
代
に
も
今
日
の
写
生
仙
と

　
見
ら
れ
る
も
の
は
皆
無
で
は
な
い
。
其
は
幾
ら
か
あ
る
に
は
あ
る
。
が
意
識

　
し
て
客
観
趣
味
に
重
き
を
置
い
て
純
写
生
句
を
作
っ
た
も
の
は
彼
れ
凡
兆
一

　
人
あ
る
の
み
で
あ
る
と
。

こ
巴
蕉
を
は
じ
め
他
の
俳
人
の
多
く
は
い
は
ゆ
る
俳
人
ら
し
い
行
動
を
取
っ
て

　
居
っ
た
中
に
、
彼
は
決
し
て
俳
人
と
し
て
何
等
特
別
の
行
動
を
取
ら
な
か
っ

　
た
入
ら
し
く
想
像
す
る
。
普
通
の
人
と
し
て
、
医
師
と
し
て
遂
に
は
牢
獄
に

　
這
入
っ
た
浮
世
の
人
と
し
て
彼
の
世
を
終
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
さ
う
し
て

　
是
は
又
凡
兆
を
俳
仙
界
に
於
て
重
か
ら
し
む
る
と
も
軽
か
ら
し
む
る
所
以
で

　
は
無
い
。

※
本
稿
は
東
洋
大
学
に
内
地
留
学
中
（
昭
和
四
十
六
年
四
月
か
ら
九
月
ま
で
）

　
の
も
の
で
あ
り
、
東
洋
大
学
の
村
松
次
次
先
生
に
御
指
導
い
た
だ
い
た
こ

　
と
を
記
し
、
心
か
ら
謝
意
を
表
す
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。
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１

「
素
＋
の
句
碑
」

ふ
る
さ
と
を
同
う
し
た
る
秋
天
下

【
解
説
】

　
素
十

北
海
道
古
平
郡
古
平

町
大
字
浜
町
。
余
市
駅
よ
り
バ
ス

四
十
分
（
又
は
小
樽
駅
よ
り
び
ス

ー
時
間
十
分
）
　
・
古
平
町
役
湯
前

下
車
、
徒
歩
三
分
。
浜
町
恵
比
須

神
社
裏
の
元
古
平
小
学
校
々
庭
車

廻
し
右
手
に
あ
る
。
こ
の
附
近
か

ら
は
浜
町
を
一
望
す
る
こ
と
が
出

来
る
。

　
句
碑
は
高
さ
二
Ｉ
五
セ
ン
チ
、

幅
二
七
五
セ
ン
チ
、
厚
さ
七
十
セ

ン
チ
、
重
さ
ニ
ト
ン
の
自
然
石
に

横
六
一
セ
ン
チ
、
縦
五
十
セ
ン
チ

の
仙
台
石
の
碑
面
を
は
め
こ
ん
だ

も
の
。

　
昭
和
二
十
九
年
秋
、
古
平
町
開
基
八
十
五
周
年
の
大
行
事
が
行
わ
れ
た
記
念

に
、
水
見
知
丈
氏
が
独
力
で
建
碑
。

　
【
解
釈
】
　
同
郷
の
人
々
の
或
る
集
会
。
幼
き
日
を
な
つ
か
し
み
、
今
日
の
互

い
の
倖
を
語
り
あ
う
隨
郷
の
人
々
が
、
ふ
る
さ
と
の
秋
空
の
下
に
明
る
く
会
し

て
い
る
。

【
季
題
一
　
秋
天
下
（
吠
情
の
空
の
下
）
…
…
吠

　
【
鑑
賞
】
　
流
水
や
宗
谷
の
門
波
荒
れ
や
ま
ず
　
　
誓
子

の
よ
う
な
晦
冥
な
自
然
と
し
て
の
北
海
道
の
把
握
で
は
な
い
。
北
海
道
と
い
う

広
大
な
自
然
。
そ
の
自
然
を
舞
台
に
成
長
し
た
純
真
素
朴
な
る
人
々
の
明
る
い

染
い
と
、
あ
く
ま
で
も
碧
く
あ
く
ま
で
も
広
い
秋
天
と
が
、
読
者
の
心
の
中
で

調
和
さ
れ
、
さ
わ
や
か
な
快
感
を
覚
え
さ
す
。

　
【
考
証
】
　
「
年
代
」
　
昭
和
二
十
七
年
八
月
十
二
日
作
。
「
野
花
染
」
所
載

　
【
参
考
】
　
「
昭
和
二
十
七
年
八
月
、
素
十
先
生
か
古
平
町
へ
御
来
遊
の
節
、
そ

の
十
月
古
平
小
学
校
七
十
七
周
年
記
念
式
典
が
挙
行
さ
れ
る
に
あ
た
り
、
私
の

母
校
の
為
め
と
、
特
に
記
念
の
句
を
先
生
に
詠
ん
で
い
た
だ
い
た
も
の
。
そ
れ

を
、
昭
和
二
十
九
年
、
古
平
町
開
基
八
十
五
周
年
の
大
行
事
の
記
念
に
、
然
も

そ
の
大
式
典
会
場
氷
古
平
小
学
校
で
し
た
の
で
、
建
立
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。

実
は
素
十
先
生
の
お
許
し
を
受
け
て
居
り
ま
せ
ん
の
で
、
御
叱
り
を
覚
悟
し
て

居
り
ま
す
。
（
『
先
生
の
句
碑
』
水
見
句
丈
「
桐
の
葉
」
昭
和
二
十
九
牛
十
月

号
）

　
そ
れ
に
対
し
て
、
素
＋
の
『
句
碑
の
辨
』
　
（
「
桐
の
葉
」
同
＋
月
号
）
か
お

る
。

　
　
「
私
は
句
碑
と
い
う
も
の
は
す
べ
て
好
か
ん
。
…
…
中
略
…
…
あ
あ
い
う
金

氷
あ
っ
た
ら
、
小
学
校
へ
で
も
寄
附
す
れ
ば
よ
さ
そ
う
な
も
の
だ
。
…
…
中
略

…
…
ｙ
ｙ
』
｝
っ
書
い
た
が
、
句
丈
君
の
心
侍
ち
に
は
厚
く
感
謝
し
て
い
る
。
几
海
道

の
果
な
ら
誰
も
県
る
も
の
も
あ
る
ま
い
。
ま
あ
い
い
さ
。
」
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２
　
み
ち
の
く
の
折
山
先
生
夏
の
炉
に
　
素
十

　
【
解
説
】
　
福
島
県
双
葉

郡
双
葉
町
新
山
。
半
谷
折

山
氏
宅
庭
前
。
双
葉
駅
よ

り
南
に
七
〇
〇
米
。

　
句
碑
は
高
さ
八
十
セ
ン

チ
、
幅
六
五
セ
ン
チ
、
厚

さ
十
五
セ
ン
チ
の
茨
城
県

の
名
石
、
青
み
か
げ
石
。

　
昭
和
三
十
三
年
五
月
一
日
建
立
。
衛
山
氏
の
当
地
開
業
五
十
周
年
記
念
と
、

住
居
の
新
築
落
成
に
、
義
弟
の
石
田
敬
一
｛
氏
（
ホ
ト
ト
ギ
ス
同
人
）
、
石
田
二

郎
氏
か
建
て
た
も
の
。

　
【
解
釈
】
　
み
ち
の
く
で
は
、
夏
で
も
朝
夕
の
冷
え
に
炉
を
焚
く
。
美
し
い
夏

炉
の
炎
に
手
を
さ
し
の
べ
な
が
ら
、
衛
山
先
生
が
炉
辺
に
座
っ
て
居
ら
れ
る
。

　
【
季
題
】
　
夏
の
炉
…
…
夏

　
【
鑑
賞
一
　
み
ち
の
く
に
生
れ
、
育
ち
、
そ
し
て
み
ち
の
く
に
老
い
ゆ
く
衛
山

先
生
の
清
ら
か
な
人
柄
が
、
夏
の
炉
の
美
し
い
炎
を
通
し
て
伝
わ
っ
て
く
る
。

　
自
然
に
さ
か
ら
わ
ぬ
人
生
、
自
然
を
大
切
に
す
る
生
活
ば
、
そ
の
ま
ま
俳
句

の
世
界
で
も
あ
る
。

　
【
考
証
】
　
【
年
代
】
　
昭
和
三
十
年
夏
作
。

　
【
参
考
】
　
半
谷
衡
山
（
明
治
十
七
年
～
）
本
名
は
広
男
。

　
福
島
県
双
葉
郡
大
熊
町
生
。
明
治
四
十
一
年
仙
台
医
学
専
門
学
校
を
卒
業
、

同
四
十
二
年
当
地
に
開
業
。
俳
句
は
昭
和
七
年
「
睡
蓮
」
　
（
中
山
稲
青
、
関
根

山
草
画
先
生
に
師
事
）
に
投
句
す
る
に
始
ま
り
、
そ
の
後
「
芹
」
に
て
素
十
先

生
の
選
を
受
け
る
。

　
こ
の
句
碑
に
関
し
て
次
の
よ
う
な
文
が
あ
る
。

　
　
「
昭
和
三
十
三
年
五
月
当
地
開
業
五
十
周
年
記
念
と
住
居
の
新
築
落
成
、
そ

れ
に
喜
寿
の
祝
ひ
に
は
未
だ
少
し
早
い
が
、
喜
寿
は
大
丈
夫
と
周
囲
の
者
が
云

ひ
出
し
て
、
そ
の
祝
賀
宴
を
張
る
こ
と
に
し
た
時
、
義
弟
の
敬
二
、
二
郎
が
『

そ
れ
な
ら
お
祝
ひ
に
句
碑
を
建
て
る
こ
と
に
し
ょ
う
』
と
素
十
先
生
に
お
願
ひ

し
て
、
庭
前
に
建
て
て
頂
く
事
に
な
っ
た
。
」
　
（
「
折
山
句
集
」
あ
と
が
き
）

　
又
素
十
に

　
　
「
折
山
先
生
は
本
職
は
医
業
で
あ
る
が
、
ま
こ
と
に
多
芸
な
趣
味
の
人
で
あ

る
。
名
利
を
求
め
ず
脈
々
乎
と
し
て
、
親
し
む
べ
き
人
柄
の
人
な
の
で
あ
る
。

　
或
る
人
が
、
こ
の
句
後
世
に
な
れ
ば
、
み
ち
の
く
に
折
山
先
生
と
い
ふ
偉
い

先
生
が
あ
り
、
そ
の
門
弟
の
素
十
と
い
ふ
男
が
こ
の
句
を
先
生
に
奉
っ
た
、
と

い
ふ
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
と
私
を
か
ら
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
私
は
そ
れ

で
結
構
と
里
っ
て
い
る
。
」
　
（
「
折
山
句
集
」
　
『
序
』
素
十
）
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ろ
夏
山
の
重
な
り
合
へ
る
諒
生
か
な
　
素
十

「
解
説
」
大
分
県
宇
佐
市

四
日
市
区
。
養
老
院
「
小

菊
寮
」
の
庭
前
。
宇
佐
駅

よ
り
バ
ス
三
十
分
、
四
日

市
営
某
所
下
車
、
徒
歩
子

分
。

　
　
「
小
菊
寮
」
は
市
郊
外

の
高
台
に
あ
り
、
そ
の
底

前
か
ら
は
豊
前
（
大
分
県
北
及
び
福
岡
県
雨
）
の
山
々
の
小
さ
な
峰
が
、
い
く

つ
も
重
な
り
合
っ
て
見
え
る
。

　
句
碑
は
高
さ
一
三
〇
セ
ン
チ
、
幄
六
五
セ
ン
チ
の
自
然
石
に
、
色
紙
大
の
平

面
を
取
り
、
文
字
を
浮
き
彫
り
に
し
た
も
の
。
合
は
自
然
石
を
Ｉ
〇
〇
セ
ン
チ

の
高
さ
に
組
ん
で
あ
る
。

　
昭
和
三
十
九
年
七
月
一
日
建
立
。
碑
陰
に
「
昭
和
三
十
年
五
月
八
日
来
遊
」

と
あ
る
。

　
【
解
釈
】
　
青
葉
に
つ
つ
ま
れ
た
夏
山
の
峯
々
が
、
丁
度
重
な
り
合
う
よ
う
に

連
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
日
々
眺
め
な
が
ら
、
こ
こ
に
余
生
を
送
っ
て
い
る
。

　
【
語
句
】
　
余
生
…
…
仕
事
を
終
え
た
あ
と
の
人
生

　
【
季
題
】
　
夏
山
…
…
夏

　
｛
鑑
賞
｝
　
自
然
（
夏
山
）
の
描
写
か
ら
は
じ
ま
り
、
そ
の
蝶
々
の
胚
い
に
重

な
り
あ
う
有
様
が
鑑
貧
者
の
頭
の
中
に
具
象
化
（
イ
メ
ー
ジ
化
）
さ
れ
た
待
、

そ
れ
を
そ
の
ま
ま
、
偕
老
院
で
静
か
に
余
生
を
送
る
睦
ま
じ
い
人
々
の
姿
に
一

転
す
る
。

　
自
然
を
対
決
す
べ
き
対
象
と
捕
え
ず
、
自
然
の
中
に
自
分
の
心
を
見
、
自
分

の
心
に
自
然
を
見
る
と
い
う
「
自
然
」
と
融
合
す
る
自
然
観
に
、
日
本
の
古
典

文
学
（
特
に
短
歌
等
の
短
詩
型
文
学
）
は
発
達
し
て
来
た
の
で
あ
り
、
こ
の
句

に
も
そ
れ
が
十
分
に
う
か
が
わ
れ
る
。

　
【
考
証
一
　
【
年
代
】
　
昭
和
三
十
年
五
月
八
日
作
。

　
【
参
考
一
　
　
「
先
生
は
昭
和
三
十
年
五
月
八
日
こ
の
ホ
ー
ム
を
お
訪
ね
に
な
り

句
会
を
開
催
い
た
し
ま
し
た
。
句
碑
の
句
は
当
日
脚
出
向
の
中
の
一
句
で
す
。

院
長
の
求
め
に
応
じ
色
紙
に
ご
揮
毫
に
な
り
お
残
し
に
な
り
ま
し
た
。
私
が
声

を
太
古
く
し
て
申
し
上
げ
た
い
の
は
、
こ
の
句
碑
が
我
々
門
人
の
手
に
よ
っ
て

成
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
俳
壇
と
は
関
係
の
な
い
ホ
ー
ム
の
人
達
の
志
に
よ
っ

て
生
れ
た
事
実
で
す
。

　
そ
れ
は
こ
の
句
の
作
者
に
対
す
る
感
謝
と
、
俳
句
に
対
す
る
感
動
で
す
。
俳

句
が
俳
人
以
外
の
人
々
に
も
共
通
す
る
感
動
を
坪
び
起
こ
し
て
い
る
良
い
一
例

で
も
あ
り
ま
す
。
敬
慕
と
憧
憬
と
感
謝
の
結
晶
、
清
い
美
し
い
心
の
現
わ
れ
で

す
。
」
　
（
『
寿
士
先
生
句
碑
波
音
』
達
人
た
つ
み
「
芹
・
」
昭
和
三
十
九
牛
五
大

月
号
）
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４
　
海
地
獄
美
し
春
の
潮
よ
り
　
’
素
十

　
【
解
説
一
　
大
分
県
別
府

市
鉄
輪
温
泉
、
海
地
獄
の

庭
園
内
。
別
府
駅
よ
り
バ

ス
三
十
分
、
鉄
輪
温
泉
場

下
車
、
徒
歩
５
分
。

　
句
碑
は
高
さ
一
七
五
セ

ン
チ
、
幅
一
二
〇
セ
ン
チ

厚
さ
五
十
セ
ン
チ
鉄
壁
石

　
昭
和
四
十
四
年
秋
建
立
。
別
府
市
の
渡
近
目
流
、
橋
本
姓
楠
両
氏
を
は
じ
め

大
分
県
内
の
［
芹
］
系
俳
人
の
協
力
で
建
碑
し
た
も
の
。

　
【
解
釈
】
　
火
の
山
の
底
よ
り
湧
き
出
る
海
地
獄
の
碧
水
は
実
に
美
し
い
。
そ

れ
は
春
の
海
の
美
し
く
流
れ
る
潮
よ
り
も
、
更
に
見
事
で
あ
る
。

　
【
季
題
】
　
春
の
潮
…
…
春

　
【
鑑
賞
一
　
　
「
海
地
獄
美
し
」
と
い
う
倒
置
法
に
よ
る
詠
い
だ
し
と
、
「
春
の

潮
よ
り
」
と
い
う
美
し
き
比
較
の
こ
と
ば
で
、
春
の
海
地
獄
の
碧
泉
の
素
晴
ら

し
さ
が
余
す
と
こ
ろ
な
く
表
現
さ
れ
て
い
る
。

　
又
、
「
海
地
獄
」
「
美
し
」
「
潮
よ
り
」
と
同
音
の
「
Ｕ
」
　
（
う
）
の
く
り

返
し
は
、
一
種
の
リ
ズ
ム
感
を
与
え
、
情
・
景
・
調
べ
共
に
そ
な
わ
っ
た
句
と

″

言
え
る
。

　
【
考
証
】
　
【
年
代
】
　
昭
和
十
五
年
四
月
七
日
作
。
俳
誌
「
ま
は
ぎ
」
昭
和
十

五
年
六
月
号
掲
載
。

　
【
参
考
】
　
海
地
獄
の
俳
句
に

　
　
温
泉
の
油
に
掛
る
清
水
の
筧
か
な
　
　
高
浜
　
虚
子

　
　
蛾
蜻
蛉
芥
の
ご
と
く
海
地
獄

　
　
山
菜
花
や
青
炎
ゆ
ら
ぐ
海
地
獄

等
が
あ
る
。

星
野
　
立
子

水
原
秋
桜
子

付
記
・
素
十
句
碑
は
現
在
（
昭
和
四
十
六
年
十
一
月
）
の
と
こ
ろ
以
上
四
基

　
　
　
で
あ
る
。

　
　
・
こ
の
句
碑
調
査
に
御
協
力
下
さ
れ
た
北
海
道
の
水
見
悠
々
子
、
福
島

　
　
　
の
半
谷
街
山
雨
氏
に
厚
く
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。
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